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「
イ
ス
ラ
エ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ
ム」
に
つ
い
て 、
少
し
イ
ス
ラ
エ
ル
教
育
の

紹
介
傍々
問
題
の
所
在
な
ど
を
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が 、
主
と
し
て 、

イコ
t主

私
自
身
が一
九
五
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て 、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
滞
在
し
て
お
っ

た
と
き

に、
初
等
学
校
か
ら
高
等
教
育
機
関
ま
で
い
ろ
い
ろ
見
る
機
会
を
え
ま
し
た
の
で 、
そ

の
見
聞
に
よ
る
も
の
と 、
そ
れ
か
ら、
最
近
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
が
書
い
た
も
の、
こ
れ

は
関口門N君。己
と
い
う

人
で
す
が 、
こ
の
も
の
な
ど
に
よ
っ

て
報
告
し
た
い
と
思
い
ま

す
私
の
見
聞
し
て
き
て
公
に
発
表
し
た
も
の
と
し
て
は 、
『ユ
ダ
ヤ・
イ
ス
ラ
エ
ル
研

究』
と
い
う
日
本
イ
ス
ラ
エ
ル
文
化
研
究
会
と
い
う

会
で
出
し
て
い
る
雑
誌
(
年一
回

刊)
に、
こ
れ
の一
九
六一
年
の
号
に
「ユ
ダ
ヤ
意
識
教
育
要
項
ほ
か」
と
い
う

題
で

報
告
し
て
い
る
の
が
あ
り
ま
す
が 、
そ
れ
に
加
え
て
さ
き
ほ
ど
の
同ロ
ロ者。巳
と
い
う

人
が一
九
六
四
年
に
出
し
て
お
り
ま
す

E
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イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

toロ ョ
と
い
う

本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す 。

こ
の
関口
日当σロ
と
い
う

人
は 、
チェ
ッ
コ
ス
ロ
パ
キ
ア
で
生
ま
れ
たユ
ダ
ヤ
人
で 、

チェ
ッ
コ
の
プ
ラハ
大
学
で
勉
強
し 、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

の
ゲ
l
テ
大
学 、

さ
ら
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
勉
強
し
て
い
ろ
い
ろ
な
学
位
を
持っ
て
い
る
学
者
で
す 。
こ

の
人
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
ス
ラエ
ル
に
移
住
し
た
と
い
う
こ
と
で
す 、が 、
現
在
イ
ス
ラ

エ
ル
の
工
科
大
学
(
テ
ク
ニ
オ
ン)
の一
般
教
養
部の
部
長
を
やっ
て
い
る
人
で 、
こ

の
E

E。門目。門ロ
、H，
BD
r
E
HO当日田町
開
門E
S片山内)ロ コ
と
私
の
『ユ
ダ
ヤ・
イ
ス
ラエ

ル
研
究』
に
の
せ
た
「ユ
ダ
ヤ
意
識
教
育
要
項
ほ
か」 、
主
と
し
て
こ
れ
ら
に
も
と
づ

い
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す 。

( 1 )  

イ
ス
ラ
エ
ル
教
育
の
一

般
的
事
情

制

度

の

あ

ら

ま

し

は
じ
め
に 、
イ
ス
ラ
エ
ルの
こ
と
は
あ
ま
り
よ
く

知
ら
れ
て
い
な
い
の
で 、
教
育
制

度の
骨
組
み
を
説
明
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
ので 、
全
体
と
し
て
イ
ス
ラ

エ
ル
の
教
育
制
度
が
ど
ん
な
風
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か 、
そ
の
中
で
の
今
日
の
テ
l

マ
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
す
か
ら 、
ま
ず
イ

ス
ラエ
ル
の
教
育
制
度
は
ど
ん
な
骨
組
に
なっ
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す 。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
教
育
制
度
と
い
う
の
は 、
こ
れ
は 、
小
学
校 、
中
学
校 、
高
等
教
育

機
関
と
い
う 、
ど
こ
の
国
で
も
あ
る
教
育
の
制
度
を
もっ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、

-
四
制
の
教
育
の
制
度
で
あ
り
ま
す 。
初
等
教
育
が
八
年
で 、
こ
れ
が
義
務
教
育 。
そ

」一ノ 、

の
上
に
四
年
と
い
う
の
は 、
こ
れ
は
普
通
課
程
の
中
等
学
校
で 、
大
学へ
進
学
を
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
と
し
て
考
え
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
型
の
学
校
の
段
階
構
成
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す 。
中
等
教
育
の
段
階
で
は
四
年
制
と
い
い
ま
す
け
れ
ど 、
普
通

課
程
は
四
年
制
で
す
が 、
そ
の
他
三
年コ
1
ス 、
二
年コ
l

ス
等 、
職
業
課
程
で
は
い

ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
ま
す 。
義
務
化
さ
れ
て
い
る
の
は 、
初
等
教
育
八
年
間

で 、
中
等
教
育
は
義
務
化
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん 。

普
通
の
よ
う
に 、
初
等
教
育
と
い
う
の
は
六
才
か
ら
始っ
て一
回
才
ま
で
の
八
年
間

な
ん
で
す
け
れ
ど 、
一
回
才
か
ら一
八
才
ま
で
の
中
等
教
育 、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
大
学
と

い
う

わ
け
で
は
な
い 。
一
八
才
に
な
り
ま
す
と 、
国
民
皆
兵
で
男
女
共
に
軍
隊へ
行
く

と
い
う
こ
と
が
義
務づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
て 、
軍
隊へ
行
く
と
男
子
は
二
年
半 、
女
子

は
二
年
間
兵
役
に
服
す
る 。
そ
れ
を
終っ
て
帰っ
て
来
て
か
ら
大
学
に
入
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら 、
い
く
ら
か
大
学
生
の
年
令
は
日
本
の
場
合
生す
か
ら
比べ
て
高
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す 。
国
民
皆
兵
の
制
度
を
とっ
て
お
り 、
女
子
ま
で
も
兵
役
に

服
す
る
と
い
う
の
は 、
い
う
ま
で
も
な
く 、
イ
ス
ラエ
ル
を
と
り
ま
く
ア
ラ
ブ
諸
国
と

の
緊
張
関
係
が 、
圧
倒
的
に
人
口
の
多
い
ア
ラ
ブ
の
諸
国
に
と
り
固
ま
れ
て
わ
ず
か
二

五
O
万
程
度の
イ
ス
ラエ
ル
国
家
の
防
衛
と
い
う

至
上
の
要
請
が
あ
り
ま
し
て 、
そ
れ

で
教
育
の
制
度
も
そ
う

い
っ

た
変
則
的
な
制
度
を
とっ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
す 。

こ
の
大
学
に
か
ん
し
て
い
え
ば 、
中
心
はエ
ル
サ
レ
ム
に
あ
るへ
ブ
ラ
イ
大
学
で
あ

り
ま
す
が 、
そ
の
他 、
代
表
的
な
高
等
教
育
機
関
と
し
て
は 、
こ
の
間口
日当
色
と
い

う
人
の
所
属
し
て
い
る
工
科
大
学
Q印
自己
目口広広
三∞
丘
H，
RFD♀
認可
と
い
う

い

い
方
を
英
語
で
は
し
て
お
り
ま
す
が
て
テ
ク
ニ
オ
ン
とへ
ブ
ラ
イ
語
で
は
い
っ

て
お

/\ 

り
ま
す
こ
の
工
科
大
学 、
こ
れ
は
や
は
り

非
常
に
レ
ベ
ル
の
高
い
高
等
教
育
機
関
と
さ

れ
て
お
り
ま
す 。
大
学
も
学
部
に
よっ
て
修
業
年
限
が
違っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ



り
ま
す 。
し
か
し
だ
い
た
い
学
士
号
を
取
る
の
に
は
三
年 、

年 、
工
科
大
学
は
四
年
で
あ
り
ま
す 。

修
士
を
取
る
の
に
は
四

こ
れ
が
だ
い
た
い
の
制
度
の
骨
組
な
ん
で
す
け
れ
ど
も、
義
務
教
育
の
八
年
間
と
い

う
の
は 、
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
く
らべ
て
レ
ベ
ル
の
高
い
国
だ
と

い
っ

て
い
い
の
で
す 。
イ
ス
ラエ
ル
と
い
う
国
は
国
の
成
立
が一
九
四
八
年
で
す
か
ら

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
興
国
と
い
え
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど 、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
帝
国
主
義
国
の
植
民
地
支
配
か
ら
独
立
し
た
い
わ
ゆ
る
新
興
諸
国
は 、
教
育
の
程

度
に
お
い
て
は
非
常に
お
く

れ
て
い
ま
し
て 、
と
い
う
の
は 、
植
民
地
支
配
の
も
と
で

全
く

無
学
文
盲
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
か
ら 、
な
か
な
か
教
育
の
制
度
も、

急
に
は
普
及
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す 。
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
に
あ

つ
て
は一
般
に
そ
う

い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
す
が 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
に
は 、

年
間
の
義
務
教
育
と
い
う
の
は 、
こ
れ
は
修
業
の
年
限
か
ら
い
っ

て
も、
ま
た
実
際
の

就
学
率
か
ら
い
っ

て
も、
第一
級
の
も
の
と
い
っ

て
い
い
の
で
す 。
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ

カ
の
諸
国
の
中
で
は
日
本 、
韓
国
は
非
常
に
教
育
の
普
及
の
進
ん
で
い
る
国
で
あ
り
ま

す
が 、
そ
れ
に
つ
ぐ
よ
く

発
達
し
て
い
る
処
だ
と
い
え
ま
す 。

2-、F日、、

ふJ
】V
みJ
、v

ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
で
は 、
義
務
教
育
年
限
と
い
う
と
四
年
か

六
年
で 、
し
か
も
実
際
の
就
学
率
と
い
う
の
は
非
常
に
低
い
の
が一
般
で
あ
り
ま
す
か

ら 、
そ
う

い
う

点
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
は 、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
並
の
教
育
の
制
度
で

あ
り

実
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す 。
就
学
率
は
九
五
%
を
越
え

る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
ず
か
ら 、
ほ
と
ん
ど
学
校
に
来
て
い
る
と
い
っ

て
い
い
状
態
で

す 。も
う一

つ
特
徴
的
な
こ
と
は 、
幼
稚
園
の
段
階
で 、
三
才
か
ら
五
才
ま
で
三
年
間
の

教
育
機
関
で
あ
り
ま
す
が 、
そ
の
三
年
間
の
う
ち
最
後
の一
年 、
五
才
の
時
の
幼
稚
園

イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

の
教
育
と
い
う
の
は
義
務づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す 。
で
す
か
ら
幼
稚
国
の
教
育
も
広
い

意
味
で
教
育
と
い
う
こ
と
に
入
れ
ま
す
と 、
義
務
教
育
は
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す 。
そ
う
し
ま
す
と 、
日
本の
義
務
教
育
年
限
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。
五

才
か
ら
義
務
教
育
が
始
ま
る
と
い
う

わ
け
で
す 。
五
才
か
ら
義
務
教
育
が
始
ま
る
と
い

う
の
は 、
今 、
世
界
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
イ
ス
ラエ
ル
と
こ
の
こ
っ
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い

ま
す 、が 、
そ
の
点
で
非
常
に
注
目
さ
れ
る
制
度
を
もっ
て
い
る
と
い
え
ま
す 。

幼
稚
園
の
教
育
を
義
務づ
け
て
い
る
の
は
ど
う

い
う

理
由
か
ら
か
と
い
い
ま
す
と 、

い
ろ
ん
な
理
由
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど 、
一
つ
大
き
い
理
由
と
し
て
は 、
や
は
り

人
口

が
少
な
い 、
労
働
力
が
足
り
な
い 、
そ
れ
で
母
親
を
労
働に
参
加
さ
ぜ
る
と
い
う
こ
と 、

そ
の
要
請
が
強
い
わ
け
で
し
て 、
母
親
を
育
児
の
仕
事
か
ら
で
ぎ
る
だ
け
解
放
す
る
と

八、

い
う
こ
と 、
そ
し
て
社
会
的
労
働
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
と 、
そ
う

い
う

条
件
を
作っ

て
い
く
と
い
う

政
策
が一
つ
あ
げ
ら
れ
ま
す 。
そ
れ
か
ら
ご
承
知
の
よ
う
に 、
世
界
各

地
に
散
ら
ばっ
たユ
ダ
ヤ
人 、が
イ
ス
ラエ
ル
に
帰っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が 、
新
し

く
帰っ
て
き
た
こ
の
家
庭
と
い
う
の
は 、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
落
ち
つ
か
な
い
不
安
定

な
状
態
に
あ
る
の
で 、
そ
う

い
う

不
安
定
な
状
態
か
ら
幼
児
を
守っ
て
や
る
と
い
う

配

慮
が
あ
り
ま
す 。
そ
う

い
う

特
殊
な
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す 。
特
に
幼
児
期
の
者
に
対

す
る
社
会
的
な
配
慮
を
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す 。

そ
れ
か
ら
親
達
は
い
ろ
い
ろ
な
菌 、
世
界
各
地
に
散
ら
ばっ
て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

的
な
環
境
で
大
人
に
なっ
た
親
達
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
来
て 、

そ
こ
に
イ
ス
ラエ
ル
国
家
の
国
民
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
く

必
要
が
あ
る 。
そ
う

い
う

こ
と
の
た
め
に 、
そ
の
措
置
の一
つ
と
し
て
子
ど
も
を
早
く
か
ら
教
育
し
て 、
子
ど
も

に
対
し
て
は
新
し
い
イ
ス
ラエ
ル
の
文
化
的
価
値
と
い
う
も
の
を 、
一
様
に
与
え
て
い

く 。
そ
れ
を
通
じ
て
ば
ら
ば
ら
の
性
格
を
もっ
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
の
新
帰
国
者
の
家
庭

七



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

に 、
あ
る
程
度の
統
合へ
の一
つ
の
道
を
求
め
よ
う
と
い
う

考
え
方
も
あ
る
の
で
す 。

」
れ
は 、
あ
る
意
味
で
今
日
の
主
題
で
あ
る
「
イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ

ム」
と
い
う

面
に
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す 。

と
も
あ
れ 、
ご
く

大
ざっ
ぱ
に
イ
ス
ラエ
ル
の
教
育
の
制
度
を 、
幼
稚
園
か
ら
高
等

教
育
機
関
ま
で
ひ
と
わ
た
り
ご
紹
介
し
た
の
で
す
け
れ
ど 、
概
し
て
い
え
ば 、
ヨ
l
ロ

ッ
パ
の
教
育
の
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て 、
そ
れ
に
よっ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う 、

そ
う

い
う
印
象
を
も
た
さ
れ
ま
す 。
で
す
か
ら 、
大
学へ
入
学
す
る
試
験
等
に
し
ま
し

て
も、
中
等
教
育
修
了
資
格
認
定
試
験
と
い
う

試
験
を
通
れ
ば
大
学へ
入
れ
る
と
い
う

こ
と
な
ど
に
も
なっ
て
い
る
の
で
す 。

へ
ブ
ラ
イ
語
に
よ
る
教
育

そ
れ
は
制
度
の
面
で
す
け
れ
ど 、
一
つ
イ
ス
ラエ
ル
の
教
育
全
般
を
通
じ
て
と
く
に

強
調
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は 、
初
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で

すべ
て
でフ
ラ
イ
語
で
教
育
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す 。
すべ
てへ
ブ
ラ
イ
語

で
教
育
が
行
な
わ
れ
る 、
こ
れ
は一
見
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
の
よ
う
に
き
こ
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が 、
じ
つ
は 、
でフ
ラ
イ
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
こ
れ
は 、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
新
し
い
国
民
意
識
形
成
の
基
礎
と
し
て 、
と
く
に
意
識
的
に
努
力
を
し
て
い

る
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す 。

そ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と 、
二
O
O
O
年
近
く

前
に 、
ご
承
知
の
よ

う
に
ユ
ダ
ヤ
人
はパ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
か
ら
世
界
各
地
に
散っ
て
い
っ

た
わ
け
で
す 。

で 、
追
放
さ
れ
て 、
あ
る
者
は
ア
フ
リ
カ
の
方へ
行っ
た
し 、
あ
る
者
は
ア
ジ
ア
の
方

へ
行っ
た
し 、
あ
る
者
は
ロ
シ
ア
の
方へ
行っ
た
し 、
ま
た 、
あ
る
者
は
ア
フ
リ
カ
の

八

北
の
方
を
通
過
し
て
ス
ペ
イ
ン
を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
方へ
行っ
た
人 、
ま
た 、

ずっ
と
時
代
が
下
が
れ
ば
ア
メ
リ
カ
に
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
行
く

人 、
こ
の
二
0
0
0
年

こ
の
方 、
ユ
ダ
ヤ
人
は
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ばっ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
そ
の
散
ら
ばっ

て
行っ
た
先々
で 、
そ
の
土
地
の
言
葉
を
話
す
よ
う
に
なっ
て
し
まっ
た
わ
け
で
す
か

ら 、
自
分
達
の
昔
の
民
族
語
で
あ
るへ
ブ
ラ
イ
語
と
い
う
の
は 、
こ
れ
は
日
常
の
用
語

と
し
て
は
話
さ
な
く
なっ
て
し
まっ
た
の
で
す 。
だ
か
ら
死
語
に
なっ
て
し
まっ
た
わ

け
で
す 。
こ
れ
は 、
ア
メ
リ
カ
に
い
る
日
本
人
三
世
が 、
日
本
語
を
話
さ
な
い
の
と
同

じ
よ
う
な
こ
と
で
す
が 、
そ
れ
が一一
世・
三
世
ど
こ
ろ
じ
ゃ

な
く

数
十
世
代
も
重
ね
て

い
る
の
で
す
か
ら 、
昔
の
でフ
ラ
イ
語
と
い
う
の
は
ぜ
ん
ぜ
ん
使
わ
れ
な
く
なっ
て
い

て 、
行っ
た
先々
の
言
葉
で
生
活
し
て
き
で
い
た
の
で
す 。

そ
う

い
う

い
ろ
い
ろ
な
国
の
言
葉
を
話
すユ
ダ
ヤ
人
が
イ
ス
ラエ
ル
に
帰っ
て
き

て 、
そ
こ
で
統一
し
た
国
を
造
ろ
う
と
い
う

わ
け
で 、
言
葉
の
統一
と
い
う
こ
と
が 、

何
よ
り
も
先
決
問
題
に
な
り
ま
し
た 。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
に
帰っ
て
こ
よ
う
と
い
う

運
動
が
さ
か
ん
に
なっ
て
き
た
こ
ろ
か
ら 、
でフ
ラ
イ
語
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う

努

力
が
な
さ
れ
ま
し
て 、
こ
れ
は
回。ロ
ペ
RE仏印
と
い
う

人
が 、
こ
の
現
代
てフ
ラ
イ

語
を 、
話
す
た
め
の
でフ
ラ
イ
語
を
作
る
の
に
非
常
に
努
力
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て

お
り
ま
す
が 、
と
も
か
く

三
0
0
0
年
間
話
さ
れ
な
か
っ

た
言
葉
を
話
す
よ
う
に
し

た 、
こ
れ
は
大
変
奇
蹟
的
な
出
来
事
な
の
で
す
け
れ
ど 、
今 、
そ
う

い
う

共
通
の
言
葉

と
し
て
新
し
いへ
ブ
ラ
イ
語
を
皆
に
学
ば
せ
て
使
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
わ
け

で
す 。
そ
う
で
な
い
と 、
ロ
シ
ア
か
ら
帰っ
て
来
た
者
は
ロ
シ
ア
語
で
話
し 、
ド

イ
ツ

か
ら
帰っ
て
来
た
者
は
イ
デ
ィ
ッ

シ
語
(ユ
ダ
ヤ
人
が
話
す
ド

イ
ツ
語
方
言) 、
ま
た

ア
メ
リ
カ
か
ら
帰っ
て
き
た
者
は
英
語
で
やっ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
ど
う

に
も
な
ら
な
い
の
で 、
へ
ブ
ラ
イ
語
を
努
力
し
て
共
通
語
と
し
て
使
わ
せ
る
と
い
う
こ



と
を
イ
ス
ラエ
ル
の
国
で
は
やっ
て
い
る
の
で
す 。

従っ
て
教
育
の
場
面
で
は 、
でフ
ラ
イ
語
を
徹
底
的
に
教
え
る
し 、
そ
し
て 、
そ
れ

を
使
う
し 、
と
く
に
高
等
教
育
の
場
合
は
む
つ
か
し
い
問
題
が
あ
り
ま
し
て 、
大
学
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ

サ
ー
も
世
界
各
地
に
散
ら
ばっ
て
い
たユ
ダ
ヤ
人
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

サ
l

(ユ
ダ
ヤ
人
に
は
比
較
的
学
者
は
多
い
よ
う
で
す
け
れ
ど)
を
イ
ス
ラエ
ル
に
呼
び
も

ど
し
て 、
そ
こ
で
教
育・
研
究
に
あ
たっ
て
も
ら
う
の
で
す
け
れ
ど 、
そ
う

い
う

人
で

も
へ
ブ
ラ
イ
語
を
話
せ
な
い
と
任
用
さ
れ
な
い 。
も
う 、
し
ゃ

に
む
にへ
ブ
ラ
イ
語

を
覚
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
課
し
ま
し
て 、
そ
れ
で
でフ
ラ
イ
語
をマ

ス
タ
ー
し
て
か
ら 、
大
学
で
教
育
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。
ち
ょ
う
ど 、

こ
れ
は
他の
ア
ジ
ア
と
か
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
の
大
学
な
ど
で 、
そ
こ
で
は
教
授
が

外
人
で
あっ
て 、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
高
等
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
国々

が
随
分
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど 、
イ
ス
ラエ
ル
で
は 、
そ
う

い
う
こ
と
は
し
な
い 。
イ

ス
ラエ
ル
で
は 、
初
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で 、
通
し
てへ
ブ
ラ
イ
語
で
教
育
を
や

る
と
い
う
こ
と
で
す 。

実
際
に 、
帰
国
し
て
く
る
新
し
い
人々
に
対
し
て
は一
定
期
間へ
ブ
ラ
イ
語
を
訓
練

す
る
施
設
(
ウ
ル
パ
ン)
が
あ
り
ま
し
て 、
そ
こ
に
宿
泊
さ
せ
て
二
t

三
カ
月へ
ブ
ラ

イ
語
の
訓
練
を
し
て 、
そ
れ
か
ら
社
会
生
活
に
入
れ
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
手
続
き
を

取っ
て
お
り
ま
す 。
へ
ブ
ラ
イ
語
を
使
え
な
い
と
イ
ス
ラエ
ル
で
の
社
会
生
活
が
非
常

に
不
便
で
あ
り 、

就
職
を
す
る
の
に
も
具
合
が
悪
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
ま
で
き
て

い
る
の
で
す 。
た
だ
何
と
い
っ

て
も、
こ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
所
の
言
葉
で
話
す
と
い

う
の 、が
話
し
や
す
い
も
の
で
す
か
ら 、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰っ
て
き
た
人
は
家
庭
に
帰
る

と
英
語
で
話
す 、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
で
す 。
そ
れ
か
ら 、
や

は
り
も
と
の
言
葉
の
方
が
使
い
や
す
い 、
わ
か
り

や
す
い
と
い
う
の
で 、
本
屋
な
ど
に

イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

行
き
ま
す
と 、
庄
頭
に
は
実
に
多
く
の
国
の
言
葉
で
印
刷
さ
れ
た
雑
誌
な
り

新
聞
な
り

が
置
か
れ
て
い
ま
す 。
十
カ
国
語
或
い
は
そ
れ
以
上
の
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
が 、

需
要
数
か
ら
い
え
ば
そ
ん
な
に
多
く
な
い
は
ず
な
の
で
す
け
れ
ど 、
そ
れ
だ
け
用
意
さ

れ
て
お
り
ま
す 。
で
す
か
ら 、
へ
ブ
ラ
イ
語
を
表
向
き
は
使
い
な
が
ら 、
か
な
り
ま
だ

帰
国
前
に
い
た
国
の
言
葉
と
い
う
も
の
も
使っ
て
い
る
と
い
う

感
が
あ
る
の
で
す 。

生
活
に
お
い
て
は
そ
う
で
す
け
れ
ど 、
教
育
に
お
い
て
は 、
でフ
ラ
イ
語
の
使
用
と

い
う
こ
と
で
ずっ
と
通
し
て
行
く 、
こ
れ
な
ど 、
言
語
の
共
通
性
と
い
う
の
が
民
族
形

成
の
た
め
の
基
本
的
な
条
件
で
あ
り
ま
す
か
ら 、
や
は
り
イ
ス
ラエ
ル
に
お
け
る
教
育

の
ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ
ム
を
最
も
端
的
に
表
わ
す
も
の
の一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。
で
す
か
ら 、
教
育
を
通
し
てへ
ブ
ラ
イ
語
を
徹
頭
徹
尾
使
わ

せ
る 。
教
育
を
通
し
て
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
統一
的
な
意
識
を
形
成
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
に
は 、
非
常
に
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す 。
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
的
背
景
を
持っ
て 、
皆
帰っ
て
来
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど 、
こ
こ
に

新
し
い
イ
ス
ラエ
ル
国
民
と
し
て
の
意
識
を
形
成
し
て
行
く 、
そ
の
た
め
に
教
育
と
い

う
の
は
特
別
に
重
要
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る 、
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
の
で
す 。

普
通
小
学
校
と
宗
教
小
学
校

と
こ
ろ
で 、
だ
ん
だ
ん
今
日
の
テ
lマ

に
入っ
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
す
が 、
今

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の一
般
的
な
教
育
の
状
況
の
中
で

と
く
に
注
目
さ
れ
て
い
い
と
思
わ
れ
る
の
は 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
義
務
教
育 、
初
等
教
育

の
学
校
に
つ
い
て
な
ん
で
す
け
れ
ど 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
初
等
教
育
学
校 、
小
学
校
と
い

九



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が 、
八
年
間
の
小
学
校
で
あ
り
ま
す
が 、
こ
れ
は 、
ほ
と
ん
ど

全
部
が
国
が
経
営
し
て
い
る
国
立
の
小
学
校
で
あ
り
ま
す 。
ご
く一

部
分
時
E0・

句。ロ門同OD4け
な
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど 、
圧
倒
的
に
大
部
分
の
国
立
の
小
学
校
の
中

に 、
二
種
類
の
小
学
校
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
教
育
を
非
常
に
特
徴づ

け
て
い
る 。
そ
し
て
ま
た 、
今
日
の
テ
lマ

に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す 。

こ
の
国
立
の
小
学
校
が 、
二
つ
の
種
類
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は 、
こ
れ
は

ど
う

い
う

種
類
の
も
の
か
と
い
い
ま
す
と 、一
つ
は
普
通
小
学
校
(m
g
Rと
RF
gσ 、

国
立
の
普
通
小
学
校
と
い
わ
れ
る
も
の 、
も
う一
つ
は
国
立
の
宗
教
小
学
校
合OE

-m目。ロ印印口町。。}) 、
ユ
ダ
ヤ
教
に
よ
る
宗
教
小
学
校 、
」
の
二
種
類
に
分
れ
て
い
る
の

で
す 。
そ
れ
ぞ
れ
選
択
し
て
入
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
親
の
考
え
に
よ
っ

て
ど
ち
ら
か

を
選
ぶ
の
で
す 。
学
齢
期
の
子
ど
も
の 、
つ
ま
り

義
務
教
育
年
限
の
子
ど
もの
約
四
分

の一
が 、
こ
の
宗
教
小
学
校
に
入
り 、
ま
た
宗
派
的
な
理
由
が
あっ
て 、
と
く
に
固
と

の
関
係
を
も
た
な
い 、
国
立
で
な
い
古(目。方
自
含
巳
な
宗
教
小
学
校ヘ
行っ
て
い
る

子
ど
も
も
合
わ
せ
ま
す
と 、
だ
い
た
い
三
分
の一
が
宗
教
小
学
校
に
行っ
て
い
る
と
い

ぅ 、
よ
そ
の
国
で
は
見
ら
れ
な
い
特
別
な
性
格
が
あ
り
ま
す 。

こ
れ
は
割
合
か
ら
い
え
ば
宗
教
小
学
校
は
三
分
の一
と 、
普
通
小
学
校
は
三
分
の
二

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら 、
多
数
は
普
通
小
学
校
だ
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
の
で
す
け
れ

ど 、
し
か
し 、
何
と
い
っ

て
も
三
分
の一
が
宗
教
小
学
校
に
行っ
て
お
り 、
国
の
制
度

と
し
て
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
の
は 、
こ
の
国
の
教
育
制
度
の
大

き
な
特
色
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん 。

教
育
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば 、
近
代
教
育
は 、
近
代
国
家
の
教
育
は 、
宗
教
か
ら
の

分
離
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す 。

一
般
的
に
い
っ

て 、
近
代
国
家

つ
ま
り 、

の
教
育
は
宗
教
的
で
は
な
く 、

世
俗
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
す 。
そ
う

四
0 

い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と 、
第
二
次
大
戦
後
に
独
立
し
た
ま
さ
に
現
代
の
新
興
国
で
あ

る
イ
ス
ラエ
ル
が 、
こ
の
よ
う
な
比
率
で
宗
教
小
学
校
を
国
の
制
度
と
し
て
もっ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は 、
まっ
た
く

注
目
すべ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
え
ま
す 。

と
こ
ろ
で 、
こ
の
宗
教
小
学
校
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
ご
説
明
し
て
お
き
ま
す
と 、
そ

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 、
教
育
課
程
は 、
義
務
教
育
段
階
の
学
校
で
す
か
ら 、
一
般
の
普
通

小
学
校
と
大
部
分
は
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
が 、
普
通
小
学
校
の
課
程
の
他
に 、
;:;L. 
f 

ヤ
教
に
関
す
る
教
科
と
い
う

時
聞
を
も
う
け
る 。
だ
か
ら 、
学
校
で
勉
強
す
る
時
聞
は

長
く
なっ
て
い
ま
す 。
非
常
に
有
名
な
代
表
的
な
宗
教
小
学
校
に
行っ
て
み
た
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が 、
そ
こ
で
は 、
子
ど
も
達
を
朝
早
く
か
らユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
に
参
加
さ

せ
る 、
そ
れ
が
終っ
て
か
ら
普
通
の
授
業
に
入
る
の
で
す
が 、
な
ん
と
学
校
の
始
ま
る

時
聞
が 、
朝
の
七
時
三
O
分
か
ら
始
ま
る 。
朝
の
七
時
二
O
分
と
い
い
ま
す
と 、
わ
れ

わ
れ
で
す
と 、
朝
食
を
とっ
て
い
る
か
ど
う
か 、
ま
だ
家
を
出
て
な
い
時
間
で
す
が 、

そ
の
時
間
ま
で
に
学
校
に
行っ
て 、
そ
し
て
礼
拝
に
参
加
し 、
そ
れ
か
ら
授
業
に
入
る

の
で
す 。
宗
教
小
学
校
と
い
う
の
は 、
そ
う

い
う

点
で
は
か
な
り
き
び
し
い
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す 。

こ
の
宗
教
小
学
校
を
覗
い
て
み
ま
す
と 、
わ
れ
わ
れ
に
とっ
て 、
非
常に
奇
妙
な
感

じ
を
受
け
る
状
況
が
あ
り
ま
す 。
そ
れ
は 、
ユ
ダ
ヤ
教の
教
会 、
シ
ナ
ゴ
l
グ
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
が 、
ユ
ダ
ヤ
教の
教
会
に
入
る
の
に
は 、
頭
に
何
か
の
せ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

習
慣
が
あ
る
の
で
す 。
無
帽
あ
る
い
は
頭
を
出
し
た
ま
ま
入っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う

習
慣
に
なっ
て
お
り
ま
す 。
わ
た
く
し
ど
も
シ
ナ
ゴ
l
グ
あ
る

い
は
学
校
に
あ
る
礼
拝
堂
を
み
せ
て
も
ら
う
た
め
に
内
に
入
ろ
う
と
す
る
と 、
ち
ょ
っ

と
待
て
と
い
わ
れ
て 、
頭
に
の
せ
る
何
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。
そ
れ
で

ポ
ケ
ッ
ト

か
らハ
ン
カ
チ
で
も
出
し
て
の
せ
て 、
そ
れ
か
ら
内
に
入っ
て
行
く
と
い
う



こ
と
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す 。
そ
う

い
う
こ
の
習
慣
の
延
長
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど 、
宗
教
小
学
校
で
は 、
学
校
の
内
で 、
教
室
の
内
で
帽
子
を
か
ぶっ
て
い
る
と

い
う
の
は 、
別
に
と 、が
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く 、

普
通
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の

で
す 。
運
動
帽
の
よ
う
な
も
の
を
か
ぶっ
て
勉
強
し
て
い
る
子
ど
も
も
い
ま
し
た
し 、

ま
たべ
つ
の
と
こ
ろ
で 、
ソ
フ
ト

を
か
ぶっ
た
ま
ま
授
業
を
し
て
い
る
先
生
を
見
た
こ

と
も
あ
り
ま
す 。

ユ
ダ
ヤ
教
で
は 、
シ
ナ
ゴ
l
グ
の
正
規
の
座
席
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
女
子
は
入
れ
な

い
こ
と
に
なっ
て
い
ま
す 。
男
女
の
区
別
と
い
う
の
は
非
常に
や
か
ま
し
く

い
う
よ
う

で
し
て 、
女
子
は
普
通
に
礼
拝
に
参
加
す
る
人
の
座
席
の
外
側 、
た
と
え
ば
廊
下
に
い

る
と
か 、
あ
る
い
は
二
階
の
特
別
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
席
に
い
る
と
か 、
そ
う

い
う

ふ

う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が 、
小
学
校
に
あっ
て
も、
宗
教
小
学
校
の
場
合
に
は

男
女
別
学
に
なっ
て
い
ま
す 。
普
通
小
学
校
は
男
女
共
学
で
す
が 、
宗
教
小
学
校
に
な

り
ま
す
と 、
そ
う

い
うユ
ダ
ヤ
教
の
教
会
に
見
ら
れ
る
習
慣
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
守

ら
れ
て
お
り
ま
し
て 、
学
校
で
も
女
子
の
学
校 、
男
子
の
学
校
と
い
う

ふ
う
に
なっ
て

い
る
わ
け
で
す 。

そ
ん
な
ふ
う
な
宗
教
小
学
校
と
い
う
の
が 、
相
当
な
割
合
を
し
め
て
い
る
と
い
う

点 、
こ
れ
は
他
の
国
に
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す 。
と
く
に
近
代
学
校
の
制
度
が 、
教

会
か
ら
の
分
峰 、
宗
教
と
教
育
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
な
も
の
で
あ
る
と
い
う 、

そ
う

い

う
制
度
が一
般
原
則
で
あ
る
の
に 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
に
は 、
義
務
教
育
段
階
で
国

立
の
宗
教
小
学
校
と
い
う
の
を
そ
の
よ
う
に
維
持
し
て
い
て 、
し
か
も、
独
特
な
教
育

を
やっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
非
常
に
注
目
さ
れ
るべ
き
特
質
だ
と
い
え
る
わ
け
で

す 。

イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

ユ
ダ
ヤ
意
識
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
こ
ろ
で 、
最
近
の
問
題
と
し
て 、
普
通
小
学
校
と
宗
教
小
学
校
と
い
う

二
本
建

で 、
多
数
は
普
通
小
学
校
に
行っ
て
い
る
の
で
す
が 、
こ
の
普
通
小
学
校
を
と
く
に
対

象
に
し
て 、
ユ
ダ
ヤ
意
識
の
教
育
に
力
を
入
れ
る
特
別
な
プ
ロ
グ
ラ
ム 、
ユ
ダ
ヤ
意
識

教
青
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
よ
宮
守
吉田町
円い。ロ印口円。
5
吉田由
市
gm
5
5
50 wd
と
い
う
こ
と

が 、
今
か
ら
十
年
ほ
ど
前
あ
た
り
か
ら 、
一
般
の
小
学
校
を
主
と
し
て
目
標
に
導
入
さ

れ
る
よ
う
に
なっ
て
き
ま
し
た 。
宗
教
小
学
校
に
つ
い
て
は 、
と
く
に
そ
う

い
う

点
は

問
題
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が 、
普
通
小
学
校
に
ユ
ダ
ヤ
意
識
を
強
調
す
る
教
育
を

強
化
し
て
い
こ
う
と
い
う

動
き
が
出
て
き
た
の
で
す 。

そ
れ
は
ど
う

い
う

趣
旨
の
も
の
か
と
い
い
ま
す
と 、
こ
れ
は 、
国
会
で
い
ろ
い
ろ
な

論
議
が
あ
り
ま
し
た
が 、
法
律
と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
なっ
た
の
で
す
け
れ
ど 、

ユ
ダ
ヤ
意
識
を
学
校
の
教
育
を
通
じ
て
強
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね 。

そ
れ
の
趣
旨
を
い
く

つ
か
拾っ
て
み
ま
す
と 、
一
つ
に 、
ユ
ダ
ヤ
教
の
習
慣
に
つ
い
て

の
知
識
を
あ
た
え 、
ま
た
そ
れへ
の
尊
敬
の
態
度
を
養
う
こ
と 、
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
す 。
ま
だ
あ
げ
て
み
ま
す
と 、
パ
レ
ス
チ
ナ
以
外
の
土
地

に
お
け
るユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史 。
つ
ま
り 、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
か
ら
追
放
さ
れ
て
行っ

た 、
そ
の
散
ら
ばっ
て
行っ
た
処
を
ロ宣
告。
3
と
い
い
ま
す
が 、
同)s
au。円山
の
ユ

ダ
ヤ
人
の
歴
史 。
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
と
い
う
の
は 、
二
O
O
O
年
よ
り
も
前
だ
と
あ
の

パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
が
あっ
た
の
で
す
が 、
そ
れ
以
後
は 、
世
界

中
に
散
ら
ばっ
て
行っ
て
い
る
わ
け
で
す 。
こ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
以
外
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴

史
を
教
え
る 。
そ
し
て
流
浪
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
特
徴づ
け
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
な
輝
き
を

四



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

強
調
す
る、
と
い
う
の
が
よ
Z
T
三
島
ho口出向日。
5ロσg
HM
3m
gBBO w-
の
ね
ら

い
の
重
要
な一
つ
で
す 。

そ
れ
か
ら 、
ユ
ダ
ヤ
民
族の
文
化
的
な
遺
産
を
摂
取
す
る、
学
習
す
る
こ
と
を 、

層
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と、が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す 。
ま
た、
現
代
のユ
ダ
ヤ
人
の
生

活
を
知
ら
せ
る。
こ
れ
は
イ
ス
ラエ
ル
に
い
るユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
で
は
な
く
て、
世
界

に
ま
だ
千
何
百
万
のユ
ダ
ヤ
人 、が
い
て、
その
う
ち
イ
ス
ラエ
ル
に
い
る
の
は
二
五
O

万
程
度
で
す
が 、
ア
メ
リ
カ
に一
番
多
く 、
そ
の
他ソ
ヴ
ィエ
ト 、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ 、
ァ

ジ
ァ 、
ア
フ
リ
カ
等
の
イ
ス
ラエ
ル
以
外
の
土
地
に
い
る
現
代のユ
ダ
ヤ
人
の
生
活に

つ
い
て
知
ら
せ
る
こ
と、
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
の

RHYO
HO当日印}同
(UO口出己ccロ巾閉山田

HV
Bm
BB50 3
は
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
す 。

さ
ら
に 、
イ
ス
ラエ
ル
と
世
界
各
地
に
住
むユ
ダ
ヤ
人
と
の
間
の
運
命
的
な
相
互
依

存に
つ
い
て
認
識
を
高
め
る
学
習
を
進
め
る
こ
と
な
ど 、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と、が 、

こ
の

E
FO
しす項目印y
nuo口出円円。
5Dg印
可
5m
gB50 .w
に
は
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す

カ1

ユ
ダ
ヤ
意
識
と
い
う
も
の
を
普
通
小
学
校
の
学
習の
課
程
で
強
調
し
て
い
こ
う
と

い
う

動
き
が 、
こ
の一
O
年
位
前
か
ら
に
わ
か
に
高
まっ
て
き
た
の
で
す 。

こ
れ
は 、
非
常に
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す 。
そ
れ
は 、
と
くにユ

ダ
ヤ
教の
習
慣
に
つ
い
て
の
知
識
を
あ
た
え
る、
あ
る
い
は
そ
れへ
の
尊
敬の
態
度
を

養
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
と 、
宗
教
小
学
校
の
方
で
は 、
こ
れ
は
も
う
ま

さ
に
そ
う
いっ
た
教
育 、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
宗
教
教
育
を
やっ
て
き
て
い
た
わ
け

で
す
か
ら 、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
数の
上
で
は
少
数の
方 、
し
か
し、
他
の
閏
の
教
育

の
現
代の
制
度
か
ら
み
れ
ば
イ
ス
ラエ
ル
に
非
常に
特
徴
的
で
あ
る
こ
の
宗
教
小
学
校

の
方に 、
普
通
小
学
校
の
教
育
を
い
く
ら
か
近
寄
せ
よ
う
と
い
う

意
味
合い
が
確
か
に

あ
る
の
で
す 。
そ
う
な
り
ま
す
と、
別
個
の
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
発
展
し
て
き
て
い

凹

た
も
の
に 、
そ
こ
に一
つ
の
共
通
な
も
の
を
求
め
て
い
こ
う
と
い
う

動
き
が 、
こ
こ
に

み
ら
れ
る
わ
け
で
す 。

何
と
いっ
て
も 、
普
通
小
学
校
の
方
に
多
数
が
通っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
イ
ス

ラエ
ル
の
国
民
の
聞
に 、
か
な
ら
ず
し
も
宗
教
小
学
校
に
お
け
る
教
育
を
ぜ
ひ
さ
せ
た

い
と
い
う

風
に
は
考
え
な
い
人
が 、
相
当
多
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
わ
け
で
す 。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
近
代
的
な
考
え
方
と
いっ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し、
そ

れ
か
ら 、
こ
れ
は 、
イ
ス
ラエ
ル
の
現
代の
社
会
生
活
自
体
が
か
な
ら
ず
し
も
宗
教
的

な
も
の
を
求
め
て
い
な
い 、
と
い
う

状
況
も
も
ち
ろ
ん
考
えて
い
い
と
思い
ま
す 。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
こ
の
宗
教
小
学
校
の
も
と
も
と
もっ
て
い
た
よ
う
な
教
育の
方

向
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
近
寄
せ
よ
う
と
す
る
面
を
よFO
守
主
岱
わ。ロ25
5D
g出

同V
Bm
5550

」
れ
は
非
常に
大
き
な
出

は
確
か
に
もっ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら 、

来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す 。

(2) 

イ
ス
ラ
エ
ル
青
年
の
意
識

ユ
ダ
ヤ
教
に
た
い
す
る
サ
プ
ラ
の
心
情

そ
れ
な
ら
何
故
そ
う

い
う
こ
と
を
や
る
よ
う
に
なっ
て
き
た
の
か 、
非
常
に
大
き

な 、
あ
る
意
味
で
は
教
育
改
革
と
いっ
て
い
い
よ
う
な
こ
と
を
や
る
よ
う
に
なっ
た
の

か
と
い
い
ま
す
と、
こ
こ
に 、
こ
の
イ
ス
ラエ
ル
で
生
ま
れ
て、
イ
ス
ラエ
ル
で
育つ

た
青
年
達
の
動
向
が
原
因に
なっ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す 。
イ
ス
ラエ
ル
の
現
在の
青

年
達
の
意
識
に
対
す
る一
つ
の
レ
ス
ポ
ン
ス
と
し
て、
教
育
的
な
対
策
と
し
て、
こ
う

い
う

や
り

方 、が
学
校に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
なっ
て
き
た、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ



て
い
ま
す 。

そ
れ
で
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
に
現
代の
イ
ス
ラエ
ル
の
青
年
達
の
問
題 、が
あ
る
の
か

と
い
い
ま
す
と、
い
わ
ば
イ
ス
ラエ
ル
子
(
サ
ブ
ラ
と
よ
ば
れ
る)
で
す
ね 、
よ
そ
の

国
で
育っ
た
の
で
は
な
い
全
く
の
イ
ス
ラエ
ル
で
生
れ
育っ
た
青
年
達
の
意
識に
は 、

口広田可。
s
のユ
ダ
ヤ
人
と
の
関
係
が
非
常に
薄い
の
で
す 。
だ
い
た
い
連
帯
感
と
い

う
も
の
を
もっ
て
い
な
い 。
そ
う
い
う

青
年
達
が
い
ま
や
育っ
て
き
た
わ
け
な
の
で

す 。
よ
その
固
に
い
るユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
の
は 、
他
国の
人
の
よ
う
な
気
が
す
る
わ
け

で
す
ね 。
自
分
達
と
共
通
の
運
命
を
もっ
た、
あ
る
い
は
自
分
達
と
非
常に
つ
な
が
り

の
深い
人々
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
気
持
を 、
心
情
的
に
は
ちっ
と
も
も
た
な
い
の
で

す 。
自
分
ら
は
イ
ス
ラエ
ル
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す 。

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
例
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
で
て
い
ま
す 。
た
と
え
ば 、
イ
ス
ラエ
ル
の
青
年
達
が
外
国
に
遊
び
に
行
く
と、
そ

う
す
る
と
外
国
に
い
るユ
ダ
ヤ
人
よ
り
は
む
し
ろ
他
の
国の
人
達 、
フ
ラ
ン
ス
に
行
け

ば 、
フ
ラ
ン
ス
に
い
るユ
ダ
ヤ
人
よ
り

む
し
ろ
そ
こ
の
国
の
人
(フ
ラ
ン
ス
人)
の
方

に
親
近
感
を
もっ
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
ま
す 。
イ
ス
ラエ
ル
の
青
年
達
が 、
い
ろ
い
ろ

な
機
会
に
よ
その
固
に
行
く
と、
そ
の
固に
い
てマ
イ
ノ
リ
テ
ィ
l・
グ
ル
ー
プ

数
派)
と
し
て
生
活
し
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
に
よ
り
も 、
も
と
も
と
そ
の
国
の
人
で
あ
る

人
た
ち
に
同
質
な
も
の
を
感
じ
る、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す 。

こ
れ
は 、
非
常に
奇
妙
な
こ
と
で
す
が 、
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と、
現
在

の
イ
ス
ラエ
ル
で
育っ
たユ
ダ
ヤ
人(
青
年
連)
は 、
あ
ま
り
宗
教
的
な
気
持
が
な
い 。

あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い 。
と
こ
ろ
が 、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
り 、
ア
メ
リ
カ
な
り 、

他の

固
に
い
てユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
ま
と
まっ
て
い
る
そ
れ
ら
の
人々
は 、
何
と
いっ
て
も
彼

ら
を
結
びつ
け
る
力
と
い
う
の
は 、
ユ
ダ
ヤ
教の
信
仰
を
もっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

す 。
そ
こ
で、
む
し
ろ
イ
ス
ラエ
ル
の
子
達
は
宗
教
心
を
もっ
て
い
ま
せ
ん
の
で、
:;:J.. 

ダ
ヤ
教の
信
仰
を
もっ
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
に
は 、
か
えっ
て
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
とい

う
こ
と
な
の
で
す 。
そ
ん
な
よ
う
な
非
常に
変
な
こ
と
が
起っ
て
い
る
と
い
う

わ
けで

す 。こ
れ
は 、
う

わ
さ
と
し
て
流
れ
て、
あ
と
で
否
定
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
す
が 、
イ
ス

ラエ
ル
の
青
年
達
が
集
団で
ア
メ
リ
カ
に
遊
び
に
行っ
て、
そ
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に

なっ
て
帰っ
て
来
た、
と
い
う

話
が
伝
わっ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す 。
こ
れ
は
あ
と
で
否

定
さ
れ
た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も 、
し
か
し
大
変に
そ
の
話
が
広
がっ
て
反
響
を
呼
ん
だ

と
い
う
く
ら
い 、
い
か
に
も
そ
れ
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
人々
が
考
え
て
い
る
こ
と

を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す 。
そ
れ
か
ら
ま
た、
青
年
平
和
友
好
祭で、
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ

た
イ
ス
ラエ
ル
の
若
者
達
の
代
表
が 、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト

に
い
るユ
ダ
ヤ
人
の
組
織
と
接
触

を
し
た
こ
と、が
あ
り
ま
す 。
そ
こ
で、
ソ
ヴィ
エ
ト

に
い
るユ
ダ
ヤ
人
の
組
織
の
人
達

は 、
イ
ス
ラエ
ル
か
ら
来
た
青
年
達
を
シ
ナゴ
l
グ
に
案
内
し
た。
と
こ
ろ
が 、
案
内

さ
れ
た
イ
ス
ラエ
ル
の
青
年
達
は 、
こ
の
よ
う
に
告
白
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す 。

グ
僕
は
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
シ
ナゴ
l
グ
を
み
たOH
こ
こ
で
も 、
教
会に
入っ
て
行

f、、
少

っ
て
祈
障
書
を
渡
さ
れ
て
も 、
ど
う

やっ
て
扱っ
た
ら
い
い
か
と
ま
どっ
た、
と
い
う

よ
う
な
話
が
い
わ
れ
る
く
ら
い 、
今
の
イ
ス
ラエ
ル
の
青
年
達
と
い
う
の
は 、
ユ
ダ
ヤ

教
と
無
縁の
若
者
と
し
て
育っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
けで
す 。

」
う
い
う
こ
と
は 、
非
常に
℃。ロ昨日
g-
な
意
味
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど 、
イ
ス
ラエ

ル
の
為
政
者に
とっ
て
は
由
由
し
き
事
だ
と
感
じ
ら
れ
て
い
ま
す 。
そこ
で
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど 、
さ
り
と
て
に
わ
か
に
宗
教
教
育
を
や
れ
と
い

う
こ
と
は
むづ
か
し
い
わ
け
で
す
ね 。
学
校に
宗
教
教
育
を
導
入
す
る
こ
と
を
好
ま
な

ぃ 、
と
い
う

考
え
方
も一
方で
は
非
常に
強い
の
で
す
か
ら 。
現
代の
イ
ス
ラエ
ル
の

四



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

社
会 、
こ
れ
は
や
は
り

何
と
いっ
て
も
そ
う
い
う

点
で、
よ
そ
の
閏
と
同
様に
近
代
社

会
と
し
て
の
性
質
を
もっ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら 、
普
通
小
学
校に
行っ
て
い
る
人
が

多
い
と
い
う
こ
と
は 、
学
校に
宗
教
教
育
を
か
な
ら
ず
し
も
望
ま
な
い
人々
が
多
い
と

い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
ま
す 。
で
す
か
ら 、
宗
教
教
育
を
い
き
な
り

持
ち
こ
む

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す 。

し
か
し、
何
と
か
し
て
こ
の
り広
告。
誌
のユ
ダ
ヤ
人
と
の
連
帯
性
と
い
う
も
の
を

も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

要
請
と、
そ
れ
か
ら
イ
ス
ラエ
ル
と
い
う
国
が一

九
四
八
年に
再
建
さ
れ
た
の
で
す
が 、
新
し
い
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
国
だ
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て、
や
は
り 、
国
際
的
な
国の
威
信
と
し
て
は
古い
文
化
を
もっ
た
伝
統
の

あ
る
偉
大
な
固
な
の
だ
と
い
う
誇
り
を
も
た
せ
る、
あ
る
い
は
為
政
者
と
し
て
も 、
そ

う
い
う

信
念
で 、
国
の
事
を
考
え
る
と
い
う

態
度
を
持
ち
た
い
わ
け
で
す 。
と
こ
ろ
が

イ
ス
ラエ
ル
の
古い
文
化 、
歴
史
と
い
う
と、
こ
れ
はユ
ダ
ヤ
教
と
切
り
離
し
て
考
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い 。
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す 。

そ
こ
で、
こ
の
普
通
小
学
校に
よ
宮
守項目田町
(UOD
25
5ロ
2
こι
Bm
3550 3

を
実
施
す
る
に
あ
たっ
て
も 、
随
分い
ろ
い
ろ
な
言い
の
が
れ
を
し
な
が
ら 、
宗
教
教

育
で
は
な
い
ん
だ
とい
う
こ
と
を 、
い
ろ
い
ろ
細
心
な
注
意
を
く
ばっ
て
説
明
し
な
が

ら 、
し
か
し、
何
と
い
っ

て
も
イ
ス
ラエ
ル
の
文
化
遺
産 、
精
神
的
な
伝
統
と
い
う

と
ユ
ダ
ヤ
教
を
抜
き
に
し
て
は
い
え
な
い
わ
け
で
し
て、
ユ
ダ
ヤ
教の
諸
習
慣に
関

す
る
知
識 、
あ
る
い
は
そ
れへ
の
尊
敬の
態
度
を
養
う
と
い
う
こ
と
を
求
め
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う、

非
常に
むつ
か
し
い
こ
と
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
なっ
た
の
で
す 。

凹
四

デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
連
帯

先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に 、
何
と
いっ
て
も
現
在の
イ
ス
ラエ
ル
は 、
世
界
各
地
に

散
ら
ばっ
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
と
の
連
帯
な
し
に
は 、
総
持
し
て
い
け
な
い
と
い
う

面
が

あ
り
ま
す 。
こ
れ
は 、
℃O
EW包
に
言っ
て
そ
う
で
あ
り
ま
す 。
あ
の
小
さ
な
国
が
現

在の
と
こ
ろ
そ
う
資
源
的に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
も
な
い 、
労
働
力
も
多
く
な
い
あ
の

国
が 、
ま
わ
りの

圧
倒
的
に
多
く
の
人
口
を
もっ
ア
ラ
ブ
と
の
緊
張
関
係の
中
で
維
持

し
て
い
く
た
め
に
は 、
世
界
各
地
か
ら
のユ
ダ
ヤ
人
の
応
援
と
い
う
も
の
が
な
い
と
や

っ
て
い
け
な
い
と
い
う、
さ
し
せ
まっ
た
要
請 、が
あ
り
ま
す 。

世
界
各
地
に
散
ら
ばっ
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
が 、
イ
ス
ラエ
ル
を
応
援
す
る
と
い
う
の

は 、
何
も
直
接に
イ
ス
ラエ
ル
に
物
や
金
を
送
る
とい
う
こ
と
に
限
り
ま
せ
ん 。
た
と

え Jば 、
ア
メ
リ
カ
に
い
るユ
ダ
ヤ
入 、
こ
れ
は
相
当
な
勢
力
で
す 。
と
く
にニ
ュ
lヨ

ー
ク
で
は 、
何
百
万
と
い
うユ
ダ
ヤ
人
が
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す 、が 、
ニ
ュ
lョ

ー
ク
の
市
長
の
選
挙 、
あ
る
い
は
大
統
領
選
挙
の
場
合
等に
も
非
常に
大
き
な
ま
と
ま

っ
た
票
と
し
て、
候
補
者に
とっ
て
大
き
な
℃
百怒
号巾
に
なっ
て
い
る
わ
け
で
す 。

そ
う
い
う
力
を
背
景
に
外
交
的に
イ
ス
ラエ
ル
に
対
す
る
援
助
と
い
う
も
の
を 、
ア
メ

リ
カ
に
た
い
し
て
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
が 、
そ
う
い
う
約
束
を
と
りつ
け
て
投
票
す

る
と
い
う

動
き
も
で
き
る
わ
け
で
す 。
こ
の
よ
う
に 、
い
ろ
い
ろ
現
在の
イ
ス
ラエ
ル

を
維
持・
発
展
さ
せ
る
た
め
に 、
同)富田℃。門町凶
に
い
る
守宅
と
の
連
帯
と
い
う
こ
と

は 、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素に
なっ
て
い
る
の
で
す 。

と
こ
ろ
が
り宮田唱。
B
に
い
る
守宅
と
い
う
の
は 、
何
故ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
の
か

と
い
う
と、
ま
さ
に
宗
教
的
な
理
由に
よっ
てユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る。
だ
い



た
い
も
う、

生
物
学
的
に
い
え
ば
十
何
世
代
も
経
過
し
て
き
て
い
れ
ば 、
すっ
か
り
ま

じっ
て
し
まっ
て
い
て、
見
る
か
ら
に
ド

イ
ツ
人
の
よ
う
に
なっ
て
い
た
り 、
ス
ラ
ヴ

人
の
よ
う
に
なっ
て
い
た
り 、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
に
なっ
て
い
た
り 、

す

っ
か
り
そ
の
血
の
中に
ま
で、
よ
そ
の
国の
民
族の
聞
に
入っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
す

け
れ
ど 、

彼
等
が
守司
と
い
わ
れ
る
の
は 、
ユ
ダ
ヤ
教の

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

信
仰
を
もっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
区
別
さ
れ
て
い
る。
と
こ
ろ 、が 、
そ
れ
と
の
連
帯

を
必
要
と
し
て
い
る
イ
ス
ラエ
ル
に
お
い
て、
イ
ス
ラエ
ル
の
若
者
達
が
宗
教
心
を
も

た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と、
ちっ
と
も
外
のユ
ダ
ヤ
人
に
共
鳴
す
る
と
こ
ろ

が
ない 。
連
帯
感
を
も
た
な
い 。
ユ
ダ
ヤ
教の
信
仰
を
もっ
て
い
れ
ば 、
世
界
各
地
に

散
ら
ばっ
て
い
る
同
じ
信
仰
を
もっ
者
と
い
う

連
帯
感
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
そ

う
い
う
も
の
が
全
然
な
い 。

し
か
も 、
ヨ
ーロ
ッ

パ
な
り
ア
メ
リ
カ
な
り
に
暮
し
て
帰っ
て
き
て
い
るユ
ダ
ヤ
人

で
す
と、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
国々
に
い
るユ
ダ
ヤ
人
と一
緒
に
生
活
し
た
経
験
を
も
ち

共
感
す
る
も
の
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
つ
ま
り 、
迫
害
さ
れ
た
共
通
の
経
験
を
も

ち 、
自
由
を
拘
束
さ
れ
た
り 、

少
数
グ
ル
ー
プ
と
し
て
圧
迫
さ
れ
て
き
たつ
ら
い
経
験

を
と
も
に
もっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で、
共
感で
き
る
の
で
す 、が 、
イ
ス
ラエ
ル
に
生

ま
れ
て
イ
ス
ラエ
ル
で
育っ
た
青
年
連
は 、
迫
害
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
自
ら
経
験
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し 、
社
会の
中
に
お
け
る
少
数
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
い
う

状
況

に
お
か
れ
た
こ
と
も
ない
し 、
全
く

心
情
的
に
共
通
す
る
も
の
を
も
た
な
い 。
そ
う
い

う
こ
と
が
非
常
に
困っ
た
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
な
ん
で
す
ね 。
イ

ス一フエ
ル
の
現
在の
国
際
的
な
状
況
の
中
で、
と
くに
国
家
的
な
要
請
と
し
て
青
年
連

の
そ
う
い
う

意
識
と
い
う
も
の
は 、
非
常に
大
き
な
障
害
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
受
け

取
ら
れ
る
の
で
す 。イ

ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

こ
の
青
年
達
を
結
び
つ
け
る
気
持
は 、
む
し
ろ 、
我々
は
イ
ス
ラエ
ル
で
生
ま
れ
た

の
だ 、
そ
れ
か
らへ
ブ
ラ
イ
語
を
話
す
の
だ 、
と
い
う
こ
と
で
そ
の
青
年
連
は
共
通
の

H
我々
は
結
ぼ
れ
て
い
るp
と
い
う

気
持
を
もつ
で
し
ょ
う
が 、
外に
い
るユ
ダ
ヤ
人

と
は
い
か
な
る
意
味に
お
い
て
も 、
ど
う
も
心
情
的
に
結
び
つ
け
ない 。
ち
ょ
う
ど
日

本
で
も
戦
後に
生
ま
れ
て
戦
後
育っ
た
青
年
達
は 、
戦
争
経
験
と
い
う
も
の
が
な
い
か

ら 、
戦
争
経
験
を
もっ
て
い
る
日
本
人
の
そ
の
世
代
と、
そ
こ
に一
つ
の
考
え
方の
断

絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
くい

わ
れ
ま
す
が 、
同
じ
よ
う
な
世
代の
違
い 、
し
か
も

もっ
と
深
刻
な
イ
ス
ラエ
ル
に
お
け
る
こ
う
い
う

青
年
達
の
世
代に
つ
い
て
の
大
き
な

問
題
と
い
う
の
が 、
こ
こ
に
浮
か
び
上
がっ
て
き
た
の
で
す
ね 。
イ
ス
ラエ
ル
国
家
が

建
設
さ
れ
て、
そ
う
い
う
こ
と
が
大
き
な
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が 、
明
ら
か
に

なっ
て
き
た
わ
け
で
す 。

(3) 

N
Z
D
U
E

と
同
ロ
岳山田
B

の
矛
盾

国，也、
想

背

景

的

そ
こ
で
話
を
し
だ
い
に
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す 、が 、
実
は
現
在の
イ
ス

ラエ
ル
の
青
年 、が
その
よ
う
な
意
識
を
もっ
て
い
る、
つ
ま
り 、
。5出向)。
E!
の
し『巾当

と
は
無
関
係
で
あ
る
と
か 、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
気
持
が
な
い 、
ユ
ダ
ヤ
教に
何
ら
の

関
心
も
も
た
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は 、
こ
れ
は
何
も
世
代
的
な
理
由
に
よ
る
だ
け

で
は
な
い 。
も
と
も
と
イ
ス
ラエ
ル
国
家
を
再
建
す
る
た
め
の
今
世
紀
初
頭
以
来 、
あ

る
い
は
す
で
に
前
世
紀
後
半
か
ら
の
シ
オニ
ズ
ム
(Ng
Emg) の
運
動
の
な
か
に 、

そ
し
て
そ
う
し
た
運
動
と
関
係
が
あ
る
の
で
す
が 、
近
代へ
ブ
ラ
イ
文
学
の
思
潮の
な

四
五



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

か
に 、
青
年た
ち
の
意
識
を
し
て
そ
の
よ
う
に
さ
せ
るも
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
の
で
す。

ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
を
拒
否

つ
ま
り
そ
う
し
た
運
動
の
な
か
に 、

す
る
ω
ロ
t']
σ
当日印
げ

な
、

そ
の
背
景
が
現
代の

山口立点。]釘芯
5
な
も
の
が
あっ
て、

青
年
た
ち
の
意
識
の
形
成
に
大
き
く

作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す 。イ
ス
ラエ
ル国
家の
再
建の
そ
も
そ
も
の
根
底
に 、
精
神
的
土
壌
と
し
て
ω
旦ナ

]
白
老
町
『

な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば 、
こ
れ
は
か
な
り

根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
え

ま
す 。
そ
こ
で、
そ
の
よう
な
思
想
的
背
景に
つ
い
て
申
し
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
の
で
す 。

い
っ

た
い
シ
オニ
ズム
と

い
う
の
は 、
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思い
ま
す
が 、

か
ん
た
ん
に
い
え
ば 、
世
界
中に
陣
散
し
たユ
ダ
ヤ
人 、が 、
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
地
シ
オ

ン
の
丘
に
よっ
て
象
徴
さ
れ
る
故
国パ
レ
ス
チ
ナ
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
観
念
お
よ
び

運
動
を
い
う
の
で
す 。
そ
こ
で
こ
の
運
動
は 、
ロE
40
3
の
ト『巾44
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
決
定
的
に
拒
否
す
る
と
い
う、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る。
つ
ま
りパ
レ
ス
チ
ナ

以
外の
土
地
に
散
ら
ばっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
拒
否
し
て、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
帰っ
て

来
よ
う
と
い
う

わ
け
で
す
け
れ
ど
も 、
そ
の
際
に
各
地
に
散
ら
ばっ
て、
そ
こ
で
古い

ユ
ダ
ヤ
教の
伝
統
的
な
教
義
と
い
う
も
の
を
守っ
て、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
非

常に
圧
迫
さ
れ
た
少
数
の、グ
ル
ー
プ
と
し
て
暮
ら
し
て
い
るユ
ダ
ヤ
人
のコ
ミュ
ニ
テ

ィ
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
ゲッ
ト
ー

な
ど
と
いっ
てユ
ダ
ヤ
人

だ
け
が
特
別
限
ら
れ
た
地
区
で
生
活
し
て
い
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が 、
そ
う

い
う

状
態
でユ
ダ
ヤ
人
が
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
拒
否
す
る、
そ
れ
か
ら
出
発
し
て
い

る
わ
け
で
す。

シ
オニ
ズ
ム
は 、
ユ
ダ
ヤ
人
の
全
く

新
し
い
社
会
をパ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
に
造
ろ
う

四
六

と
い
う
こ
と
で
こ
の
運
動
は
発
展
し
て
き
ま
し
た。
し
か
も 、
一
九
世
紀
中
葉
以
降の

ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ
ム
の
勃
興
と、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
社
会
主
義
的
な
運
動 、
労
働
を

時
び 、
平
等
と
い
う

社
会
正
義
の
実
現
を
め
ざ
すソ
シ
ア
リ

ズ
ム
の
運
動
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
発
展
し
て
き
ま
し
た。
で
す
か
ら 、
皆
さ
ん
ご
存
じ
と
思い
ま
す
が 、
キ
ブ

ツ
な
ど
とい
う

非
常に
共
産
主
義
的
な
生
活
形
態
を
シ
オニ
ズ
ム
運
動の一
つ
の
象
徴

と
し
て、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
そ
う
い
う

生
活
形
態
を
作っ
て
いっ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で

す
が 、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に 、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
は
社
会
主

義
の
思
想
と
陰
に
陽
に
結
びつ
き
な
が
ら
こ
の
運
動
は
展
開
さ
れ
て
いっ
た
わ
け
で

す 。
な
お
ご
承
知
の
よ
う
に 、
マ
ル
ク
ス
もユ
ダ
ヤ
系
の
ド

イ
ツ
人
で
あ
り
ま
す 。

そ
う
い
う

考
え
方の
中
に 、
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
活の
背
景
か
ら
く
る、
た
い
へ
ん
特
徴

的
な
も
の、が
み
ら
れ
ま
す 。
ユ
ダ
ヤ
人
は
よ
そ
の
国へ
行
き
ま
す
と、
だ
い
た
いユ
ダ

ヤ
人
と
い
い
ま
す
と、
シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
で
有
名
な
シ
ャ

イ
ロ
ッ

ク
な
ど
の
よ
う
に

金
貸
し
に
な
る
と
か 、
商
人
に
な
る
と
か 、
あ
る
い
は
学
者
な
ど
も
随
分い
た
わ
けで

す
け
れ
ど 、
そ
の
他い
や
し
い
仕
事
な
ど 、ユ
ダ
ヤ
人の
就
き
う
る
職
業
は
非
常
に
限
定

さ
れ
て
い
ま
し
た。
特に
土
地
を
持っ
て
農
民
に
な
る
と
い
う
こ
と
は 、
許
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
す
ね 。
と
こ
ろ
が 、
一
つ
の
民
族の
生
活の
仕
方
と
し
て
や
は
り

大
地
に

足
を
踏
み
し
め
て、
そ
こ
に
大
地
を
対
象に
労
働
す
る
と
い
う

生
活
が
な
い
民
族
と
い

う
の
は 、
こ
れ
は
ノ
ーマ

ル
な
民
族で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す 。
特にユ

ダ
ヤ
人
は
よ
そ
の
国へ
行っ
て
い
る。
そ
し
て
こ
れ
は
ど
の
民
族
で
も
よ
そ
の
悶へ
行

っ
て
少
数
グ
ル
ープ

に
な
り
ま
す
と 、
金
だ
け
が
た
よ
り
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
追い

込
ま
れ
る
の
は 、
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て、
こ
れ
は
他
国
か
ら
来
て

日
本に
住
ん
で
い
る
人
達
に
つ
い
て
も 、
同
様
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
思い
ま
す
け

れ
ど 、
そ
う
い
う

生
活
の
姿
勢
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す 。
そ
う
い
う

生
活



の
仕
方
で
は
な
く 、

や
は
り
労
働
と
い
う
も
の
を 、
こ
れ
を
人
聞の
生
活の
中
心
に
お

き 、
ま
た
大
地
と
取
り

組
む
とい
う、

そ
う
い
う

生
活
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば 、
健

全
な一
つ
の
民
族の
社
会
生
活の
形
態
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な 、
そ
う
い
う
ノ
lマ

ル
な
民
族
と
し
て
の
生
活
を
求
め
る
思
想
が
シ
オニ
ズ
ム
に
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
す 。

そ
う
いっ
た
思
想
は 、
こ
れ
は
シ
ナゴ
l
グ
のユ
ダ
ヤ
教の
礼
拝の
な
か
か
ら
は
出

て
こ
な
い 。
あ
る
い
は
ま
た 、
散っ
て
いっ
た
人
達
が
非
常
に
圧
迫
さ
れ
た
生
活の
中

で 、
あ
る
意
味
で
宗
教
的
な
観
念の
生
活に
逃
避
す
る
と
い
う

傾
向
が
あっ
た
と
いっ

て
よ
い
と
思
い
ま
す
が 、
そ
う
し
た
傾
向
か
ら
む
し
ろ
脱
出
す
る
た
め
に 、
宗
教
(ユ

ダ
ヤ
教)
と
い
う
も
の
を
拒
否
す
る
と
い
う
姿
勢
が
シ
オニ
ズ
ム
に
は
含
ま
れ
て
い

る。
で
す
か
ら
こ
の
イ
ス
ラエ
ル
の
熱
烈
な
愛
国
者
で
現
在の
イ
ス
ラエ
ル
を
造
り

上

げ
て
いっ
た
人
び
との
中に
は 、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
敬
度
なユ
ダ
ヤ
教
徒
で、
ユ
ダ
ヤ

教の
発
生
の
地
シ
オ
ン
の
丘
に
帰
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
来
た
人
も
い
る
わ
け
で
す
け

れ
ど 、
し
か
し
熱
烈
な
愛
国
者
すべ
て
敬
度
なユ
ダ
ヤ
教
徒
と
い
う
の
で
は
な
く 、

方
で
は 、
ユ
ダ
ヤ
教
に
限
ら
ず
キ
リ
ス
ト

教
で
も
仏
教
で
も
回
教
で
も
いっ
さ
い
宗
教

と
い
う
も
の
に
関
心
を
もっ
て
い
な
い 、
そ
う
い
う
も
の
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ

と
さ
え
はっ
き
りい
う

愛
国
者
が
い
る
わ
け
で
す 。

し
か
し
彼
は
彼
な
り
にユ
ダ
ヤ
人の
正
常
な
社
会
生
活
が
営
め
る
国の
建
設
と
い
う

も
の
に
挺
身
し
て、
パ
レ
ス
チ
ナ
が
英
国の
委
任
統
治
領で
あっ
た
と
き 、
独
立
の
た

め
の
反
英
運
動
等
を
やっ
て
投
獄
さ
れ
た
り
し
て
い
る。
そ
う
い
う

経
験
を
もっ
て
い

る
者
な
ど
が
随
分
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
こ
の
シ
オニ
ズ
ム
の
運
動
か
ら
わ
か
る
よ

う
に 、
はっ
き
り

反
宗
教
的
な 、
あ
る
い
は
宗
教に
は
関
心
を
も
た
な
い
と
い
う

人
が

む
し
ろ
主
流
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す 。
」
う
い
う
背
景
が
あっ
て
現
在の

イ
ス
ラエ
ル
の
再
建
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と、
た
ん
に
青
年の
世
代の

イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

盟問
唱。片山
に
対
す
る
無
関
心
が
世
代
的
な
理
由
ば
か
り
に
よ
る
の
で
は
な
く 、

や
t土

り
今の
イ
ス
ラエ
ル
国
家
建
設の
主
要
な
力に
なっ
た
シ
オニ
ズ
ム
の
運
動の
中
に 、

思
想
的
に 、
す
で
に
民
宗
教
的
な
あ
る
い
は
非
宗
教
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
もつ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す 。
だ
か
ら 、
NF。ロ門的
B

と
』ロ(凶山一25
は
併
存
で
き
な
い
ん
だ
と
さ
えい
う

人
が
い
る
く
ら
い
で
す 。

そ
う
いっ
た
背
景
が
あ
り
な
が
ら 、
し
か
し一
方に
お
い
て
さ
き
ほ
ど
い
い
ま
し
た

よ
う
に 、
ロE
40
3
の
守宅
と
の
連
帯
と
い
う
こ
と、が
℃。ロ片山口即日
な
面
に
お
い
て

必
要で
あ
る
し、
そ
れ
か
ら
ま
た 、
こ
の
国の
威
信
と
し
て、
最
近で
き
た
ば
か
りの

駆
け
だ
し
の
国
で
は
な
い
の
だ 、
昔
か
ら
の
由
緒
あ
る
国で
あ
り 、

長い
文
化
的
な
伝

統
と
い
う
も
の
を
保
持
し
て
き
た
固
な
の
だ
と
い
う
国の
威
信に
か
け
て
も 、
や
は
り

ユ
ダ
ヤ
教
を
中
心
に
長い
間に
築
き
上
げ
て
き
た
様々
の
文
化
的
価
値
と
い
う
も
の
を

評
価
す
る
と
い
う、
そ
う
い
う
こ
と
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る、
そ
う
いっ
た
矛
盾
が
はっ

き
り
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す 。

ユ
ダ
ヤ
意
識
教
育
の
進
め
方

と
こ
ろ
で 、

，.;ト::r o 
....... (j) 
::iË αっ::r 
o 0 ロぴ3(") 0 C ぴ3D 
g α3 
'"'0 ，_， 0 (JQ 炉tp> 
B B (j) 
〆ヘエエ
タ
ヤ
意

の

識
教
育
要
項〉
の
進
め
方
と
し
て、
こ
れ
は
宗
教
教
育で
は
な
い
と一
方
で
言い
な
が

ら
宗
教
的
な
も
の
を
と
り
あ
げ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
す
か
ら 、
いっ
た
い
宗
教
教
育

で
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

風
に
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
の
か 、
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す 。
その
ば
あい 、
でダ
ヤ
教に
関
す
る
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

ショ
ン
を
与
え
る
の
だ

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で、
大
変
苦
し
い
の
で
す
け
れ
ど 、
知
識
を
与
え
る
の
だ 、
エエ
タ

ヤ
人
民の
歴
史
に
つ
い
て
その
事
実
を
教
え
る
の
だ
と
い
う

言い
方
で
す
ね 、
し
ろ
い

四
一七



イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リズ
ム

ろ
のユ
ダ
ヤ
人
の
過
去の
歴
史 、
そ
れ
か
らユ
ダ
ヤ
教
の
様々
な
教
え
に
つ
い
て、
こ

れ
を
生
徒
達
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で、
何
と
か
合
意
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で

す 。し
か
し
こ
う
し
た
弁
解
は
両
派
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
で
し
て、
つ
ま
り
N5
2丸

の
方
か
ら
言
わ
せ
れ
ば 、
学
校に
宗
教
教
育
を
持
ち
込
む
も
の
だ
と
し
て
批
難
さ
れ
る

し

そ
れ
か
ら
非
常に
敬
度
なユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
に
立つ
人々
か
ら
は 、
生
半
可
な

件FO
し「OJ司山田町
(UOロ∞一口目。戸田口O印印
P・0m
gggo
な
ん
で
い
う
の
は
や
め
て、
はっ
き
り

宗
教
教
育
を
や
れ
と
い
う

風に 、
こ
れ
は
大
変
板
ば
さ
み
に
あっ
て
い
る
わ
け
な
の
で

す
が 、
し
か
し
何
と
い
っ

て
も
こ
の
国
民
的
な
統一
と
そ
れ
か
ら
外のユ
ダ
ヤ
人
と
の

連
帯
と
い
う
よ
う
な
要
求
を
考
慮に
入
れ
る
と、
い
か
な
る
形に
お
い
て
も
せ
よ
や
は

りユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
は 、
ど
う
も
そ
う
い
っ

たユ
ダ
ヤ
意
誠
と
い

う
も
の
を
高
め
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す 。

で
す
か
ら
ま
と
め
て
い
え
ば 、
傾
向
と
し
て
た
し
か
に
現
在の
イ
ス
ラエ
ル
に
は
宗

教
的
な
も
の
に
逆
ら
う

傾
向
と
い
う
も
の
が 、
はっ
き
り一

方に
お
い
て
は
あ
る。
し

か
し
イ
ス
ラエ
ル
国
家
の
存
立
と
い
う
ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ
ム
の
立
場
か
ら 、
こ
れ
は
何
ら

か
の
民
族
的
な
伝
統
と
い
う
も
の
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ

け
で
す 。
そ
れ
で、
そ
の
民
族
的
な
伝
統
と
い
う
と、
こ
れ
はユ
ダ
ヤ
教
を
抜
き
に
し

て
は 、
ど
う
も
そ
れ
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い 。
そ
こ
で
宗
教
的
で
は
な
い
と
い

い
な
が
ら
非
常に
苦
し
い
わ
け
で
す
が
二宮巾
守項目白r
hoロ
円円。
5
5g
句
Bm
s
g，

HHHO 
と
い
う
も
の
を
も
ち
こ
ん
で、
矛
盾
は
あ
る
わ
け
で
す
が
そこ
を
妥
協
的に
つ

つ
み
こ
ん
で
学
校の
教
育
の
中で
やっ
て
い
こ
う
と
す
る。

で
す
か
ら
よ
宮
守
主田町
(uo
gn円。
5
5閉山
poぬ
EBB0 3
の
導
入
に
よっ
て、

い
ま
ま
で
よ
り
もバイ
ブ
ル
を
読
む 、
あ
る
い
は
タ
ル
ム
l
ド

(
背の
古いユ
ダ
ヤ
の

四
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生
活
の
慣
行
な
ど
を
書い
た
ぼ
う

大
な
文
献)
を
教
材
と
し
て
採
り

上
げ
る
時
聞
が
ぐ

ん
と
多
く
なっ
て
き
た
わ
け
で
す 。
い
っ

たい
こ
れ
は
宗
教
教
育
と
し
て
や
る
の
か
と

尋
ね
る
と、
そ
う
で
は
な
い
と
学
校
と
し
て
は
答
え
る
の
で
す 。
こ
れ
は 、
バ
イ
ブ
ル

の
教
育
と
い
う
の
は 、
我々
に
とっ
て
は
文
学の
教
育で
あ
り

古
代
史の
勉
強
な
の
だ

と
い
う

わ
け
で
す 。
歴
史
で
あ
り 、

そ
れ
か
ら
文
学の
勉
強
で
あっ
て、
宗
教の
時
間

で
は
な
いの
だ
と
い
う

言い
方
を
し
ま
す 。
た
し
か
戦
争
中
日
本で
も 、
古
事
記
や
口

木
書
紀
等に
つ
い
て、
」
れ
を
教
材
と
し
て
採
り

上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
学
校
で
行
な

わ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど 、
そ
う
い
っ

た
場
合に
や
は
り

建て
前
と
し
て
は 、
宗
教
教

育
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
かっ
た
と
思い
ま
す 。
こ
れ
は
歴
史の
勉
強
の一
環
で

あ
り 、

あ
る
い
は
日
本の
古
代
文
学
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
扱
う
と
い
う
こ

と
で
あっ
た
と
思い
ま
す 、が 、
同
じ
よ
う
な
説
明
をつ
け
て
い
る
わ
け
で
す 。

あ
る
い
は
こ
の
り広
告
青山
の
しす当
へ
の
関
心
を
高
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で、

地
理
の
時
間
に
世
界
地
図
を
柿
か
せ
て、
そ
し
て
守宅
と
い
わ
れ
る
人
が 、
ど
の
く

ら
い
ど
こ
の
国
に
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を 、
書
き
入
れ
さ
せ
た
り
し
て
い
る
場

面
に
出
会っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す 。
その
際
ち
ょ
っ
と
お
か
し
かっ
た
の
で
す
け
れ
ど

五
年
生
か
六
年
生
ぐ
ら
い
の
教
室
な
ん
で
す
け
れ
ど 、
教
室
の
床に
大
き
な
紙
を
し
い

て、
そ
こ
に
世
界
地
図
を
皆で
共
同
作
成
す
る
の
で
す 。
め
い
め
い
が
分
担
し
てユ
ダ

ヤ
人
が
何
十
万
人
い
る、
何
百
万
人
い
る
と
い
う
印
を
入
れ
て
いっ
て
い
る
わ
け
で

す 。
その
世
界
地
図
を
ずっ
と
見
ま
し
た
ら 、
ど
う
見
て
も
日
本
が
な
い
ん
で
す
ね 。

そ
こ
で
先
生
に
耳
う
ち
し
て
日
本
が
な
い
ぞ
と
言っ
た
ら 、
そ
の
先
生
は
に
やっ
と
笑

い
ま
し
て

P
日
本に
は
あ
ま
りユ
ダ
ヤ
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ねp
と
い
う
こ
と

を一言
わ
れ
ま
し
た
が 、
つ
ま
り
日
本
は
非
常に
そ
の
点
で
め
ず
ら
し
い
国
で
す
ね 。
こL

ダ
ヤ
人
が
住
み
つ
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い 、
集
落
を
な
し
て
住
み
つ
い
た
と
い
う
こ



と
は
な
い 。
ユ
ダ
ヤ
人
は
世
界
中に
散
ら
ばっ
た
の
で
す
け
れ
ど 、

ロ
シ

日
本に
は 、

ア
の
方
か
ら
追
わ
れ
て
ア
メ
リ
カへ
行
く
と
い
う

時に
日
本
を
通
過
し
て
は
行
き
ま
し

た
け
れ
ど 、
日
本に
住
みつ
く
と
い
う
こ
と
は
な
かっ
た
の
で
す 。

そ
ん
なこ
と
も
あっ
て
日
本で
は
守宅
に
対
す
る
偏
見
と
い
う
もの
は
あ
ま
り

強

く
な
い 。
そ
れ
でユ
ダ
ヤ
人
(
イ
ス
ラエ
ル
人〉
は 、
日
本に
は
う
ら
み
は
もっ
て
い

な
い
し 、
割
に
好
感
を
もっ
て
い
る。
特に
ロ
シ
ア
か
ら
追
わ
れ
て、
あ
る
い
は
シ
ャ

γ
ハ
イ
あ
た
り
か
ら
追
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
移っ
て
行
く

途
中
日
本
を
通っ
た
と
き 、

い
ろ
い
ろ
な
親
切
な
あっ
か
い
を
受
け
た
とい
う
よ
う
なこ
と
を 、
感
謝
し
て
い
る
と

い
う

話
を
よ
く

聞
き
ま
し
た。
こ
の
間
も
新
聞
に
出
て
ま
し
た
が 、
第ニ
次
世
界
大
戦

の
こ
ろ
に 、
バ
ル
ト一二

国
か
ど
こ
か
か
らユ
ダ
ヤ
人
が
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
と
きに 、

ロ
本の
領
事
館
が
ど
ん
ど
ん
ピ
ザ
を
出
し
て
助
け
て
やっ
た
と
い
う
の
で
非
常に
感
謝

さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
話
が
紹
介
さ
れ
て
ま
し
た
け
れ
ど
も 、
そ
う

いっ
た、
こ

れ
は
余
談に
なっ
て
し
ま
い
ま
し
た
が 、
世
界
地
図
を
措
き 、
そ
う

いっ
た
勉
強
を
し

な
が
ら
巴
2
3
5
の
しな当
と
の
連
帯
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
い
こ
う

と
い
う
こ
と
を
やっ
て
い
ま
す 。

特にユ
ダ
ヤ
人の
歴
史
と
い
う
も
の
を
学
ば
せ
る
こ
と
を
通
じ
て、
そ
う
い
う

外に

い
るユ
ダ
ヤ
人
と
の
連
帯
意
識
と
い
う
もの
を
高
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
る
よ
う
で
す 。
と
い
う
の
は 、
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
は 、
ずっ
と
あ
のパ
レ
ス
チ
ナ
の

土
地に
い
て
続い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く 、

二
千
年
前に
歴
史
展
開の
場
所
が

変っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
ね 。
そ
う
い
う
国の
歴
史
と
い
う
の
は 、
あ
ま
り
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思い
ま
す
が 、
よ
そ
の
国に
い
たユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
なっ

て
い
く

わ
け
で
す 。
そ
う

い
う

非
常に
特
殊
な
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す。
そ
う
いっ
た

歴
史の
教
育
を
特に
重
点
的
に
力
を
入
れ
て
やっ
て
い
こ
う
と
い
うこ
と
は 、

=
昨日HO

イ
ス
ラ
エ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

同何者UF
ハUOD由巳C戸田口の印印
司円。口問
3550 ・w
の
学
習の
進
め
方
の
例
で
あ
り
ま
す 。

そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
で、
日
本で
も
戦
後 、
歴
史
教
育の
扱い
に
つ
い
て
非
常に
む

っ
か
し
い
問
題
が
あっ
て、
戦
後
あ
る
意味
で
は
歴
史
教
育
と
い
う
の
は 、
特
に
国
史

の
教
育
と
い
う
の
は
扱い
に
くい

教
科
で
あっ
た
と
い
え
ま
す
け
れ
ど 、
最
近
い
ろ
い

ろ
歴
史 、
国
史の
教
育の
中で、
神
話
を
復
活
さ
せ
る
と
か 、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
試

み
ら
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が 、
その
際
に
や
は
り
日
本
で
国
史の
教
育
が
行
な
わ

れ
る
と
い
うこ
と
は 、
ど
う
い
う

意
味
を
もつ
か 、
そ
う
いっ
た
よ
う
な
こ
と
を
改
め

て
我々
は
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
うの
で
す 。
イ
ス
ラエ
ル
に
あっ
て
は 、
イ

ス
ラエ
ル
の
こ
う
い
う

特
殊
な
状
況
の
下
で、
ユ
ダ
ヤ
人の
歴
史
と
い
う
も
の
に
つ
い

て 、
こ
れ
の
教
育
を
強
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
をつ
け

加
え
て
お
い
て、
一
応 、
私の
話
を
終
り

た
い
と
思い
ま
す 。
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