
書
評
・
図
書
紹
介

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ュ
ン
メ
ル

著

『
道
徳
教
育
』

｜F
ried

rich K
u
m
m
el,

M
oralerzieh

u
n
g

(H
ech

in
g
en

2009）

｜下

程

息

教
育
界
の
現
今
の
混
迷
状
態
は
そ
れ
こ
そ
目
を
覆
い
た
い
。
そ

の
主
因
は
西
欧
の
伝
統
の
崩
壊
と
世
紀
の
急
転
換
に
あ
り
は
し
な

い
か
。
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
く
、
理
想
と
現
実
、
理
論
と
実

践
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か

こ
の
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
教
育
者
は
途
方
に
暮
れ

て
し
ま
う
。
著
者
は
こ
の
焦
眉
の
問
題
を
以
下
の
よ
う
に
教
育
人

間
学
的
・
現
象
学
的
に
考
察
し
て
い
る
。

道
徳
教
育
が
そ
の
「
場
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
具

体
的
な
人
間
関
係
、
共
同
生
活
、
ひ
い
て
は
個
人
と
社
会
と
の
か

か
わ
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
権
威
と
個
人
と
の
対
立
の

場
と
な
る
。
親
子
関
係
、
学
校
、
社
会
制
度
等
の
共
同
体
と
個
人

と
の
間
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
確
執
は
、
そ
の
常
例
で
あ
る
。
事

態
を
収
拾
し
権
威
を
維
持
す
る
た
め
に
力
を
行
使
す
る
な
ら
ば
、

一
時
的
に
秩
序
は
回
復
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
ほ
ん
と
う
の
改
善

と
は
な
ら
な
い
。
解
決
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
む
し
ろ
逆
効
果
で

あ
る
。
権
力
は
代
理
不
可
能
な
個
人
に
対
す
る
暴
力
と
な
る
。
暴

力
は
反
対
の
暴
力
を
、
秩
序
の
強
制
は
新
た
な
る
無
秩
序
を
生
み

だ
す
。
疎
外
状
況
は
逆
に
よ
り
強
化
さ
れ
て
く
る
。
教
育
者
は
、

絶
望
と
諦
め
と
い
う
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
肌
で
体
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
挫
折
」
は
「
日
常
の
凡
庸
性
」（
ハ
ン
ナ
・
ア

レ
ン
ト
）
と
な
る
。
教
育
者
は
こ
こ
で
匙
を
投
げ
て
は
な
ら
な

い
。
あ
く
ま
で
も
変
動
し
て
い
く
現
実
に
密
着
し
て
努
力
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
わ
れ
て
く
る
の
は
、
責
任
感
に
裏
付
け

ら
れ
た
教
育
者
の
良
心
で
あ
り
、
忍
耐
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
教

育
へ
の
勇
気
」
で
あ
る
。
教
育
者
は
こ
こ
で
「
運
命
愛
」
の
精
神

で
も
っ
て
こ
の
自
己
自
身
を
受
容
し
、
教
育
の
残
余
の
可
能
性
を

模
索
し
な
が
ら
自
己
自
身
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
政
治
で
は
根
底
的
な
改
革
は
不
可
能
で
あ
る
。
要
請
さ

れ
て
く
る
の
は
、「
自
己
変
革
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
教
育
は
こ

う
い
う
実
存
の
ぎ
り
ぎ
り
の
場
を
そ
の
理
論
と
実
践
の
原
点
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
現
実
性
の
原
理
」（R

ea
lita

tsp
rin
-

zip

）
ぬ
き
に
道
徳
教
育
は
考
え
ら
れ
な
い
。

教
育
者
は
こ
の
如
何
と
も
し
が
た
い
現
実
を
直
視
し
、
理
想
と

現
実
、
理
論
と
実
践
と
の
間
の
「
矛
盾
」
を
存
在
の
「
複
合
的
全



体
」
と
し
て
ま
ず
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
認

識
さ
れ
て
く
る
の
は
、
正
負
両
極
の
相
互
相
即
的
緊
張
関
係
で
あ

り
、
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
の
は
、
相
対
主
義
、
ひ
い
て
は
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
螺
旋
状
の
迷
路
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
光
な
き
現
実
に
対
す
る
洞
察
力
で

あ
り
、
対
立
矛
盾
の
よ
り
高
い
次
元
で
の
創
造
を
目
指
す
弁
証
法

的
認
識
で
あ
る
。

人
間
存
在
は
究
め
が
た
い
」（
プ
レ
ス
ナ
ー
）。
価
値
は
多
元

的
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
真
の
教
育
を
模
索
し
て

い
く
こ
と
が
、
今
や
道
徳
教
育
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
端
緒
を
開
く
の
が
じ
つ
は
「
対
話
」（G
esp

ra
ch

）
に
ほ
か

な
ら
な
い
。「
対
話
」
は
道
徳
教
育
の
鍵
概
念
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

対
話
の
場
に
お
い
て
教
育
者
は
ま
ず
は
自
己
と
は
異
な
る
相
手

の
身
に
な
っ
て
考
え
、
耳
を
傾
け
る
だ
け
の
人
格
的
余
裕
と
包
容

力
と
、
同
時
に
ま
た
、
相
手
と
の
一
定
の
距
離
を
置
き
、
適
切
な

批
判
と
判
断
を
下
す
だ
け
の
知
的
洞
察
力
を
身
に
つ
け
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
と
の
距
離
は
「
近
く
て
遠

い
」。
こ
う
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
こ
そ
、
教
育
の
場
で

の
真
の
信
頼
関
係
は
確
立
可
能
と
な
る
。
対
話
は
、
こ
う
い
う

「
信
頼
」（V

ertra
u
en

）
に
よ
っ
て
現
代
の
要
請
に
応
え
得
る

「
多
次
元
的
」
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
対

話
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
目
に
見
え
な
い
か
た
ち
で
究
極
的
な

価
値
創
造
に
参
与
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
。
道
徳
教

育
は
こ
れ
を
理
想
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
は

現
実
で
あ
る
。
実
践
の
道
は
険
し
く
遠
い
。
瞬
時
的
な
観
念
論
に

走
っ
て
は
な
ら
な
い
。
試
行
錯
誤
が
つ
ね
に
付
き
ま
と
う
。
忍
耐

強
く
時
の
解
決
を
待
つ
の
ほ
か
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
差
し
向

き
必
要
と
な
る
の
は
、
出
来
な
い
こ
と
と
出
来
る
こ
と
と
を
区
別

し
た
上
で
の
折
々
の
事
態
と
の
「
弾
力
的
」（ela

stisch

）
な
対

応
で
あ
り
、
理
想
と
現
実
と
の
間
の
聡
明
な
る
「
調
停
」（A

u
s-

g
leich

）
で
あ
る
。
こ
れ
を
道
徳
教
育
は
そ
の
実
践
原
理
と
す
べ

き
で
は
な
い
か
。「
現
実
と
の
生
き
た
接
触
」
を
第
一
義
と
す
る
、

道
徳
教
育
は
こ
う
い
う
相
互
協
調
を
当
該
目
標
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
そ
の
一
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
愛
と
労
働
と

の
関
連
性
で
あ
る
。
愛
は
と
き
に
快
楽
に
陥
り
、
性
の
毒
矢
と
な

る
。
ま
た
、
産
業
社
会
に
お
い
て
は
労
働
力
の
搾
取
は
今
や
未
曾

有
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
否
定
的
局
面
を
知
悉
し
た

上
で
双
方
の
営
み
を
健
全
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
金
銭
に
よ
る
経

済
的
保
障
の
裏
づ
け
を
も
必
要
と
し
て
く
る
。
利
害
関
係
は
無
視

で
き
な
い
。
価
値
創
造
は
現
実
的
に
保
障
さ
れ
支
え
ら
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
健
全
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
の
回

復
ぬ
き
に
は
、
道
徳
教
育
は
実
施
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
で
要

請
さ
れ
て
く
る
の
は
、
こ
う
い
う
「
中
庸
」
の
美
徳
で
あ
る
。
著

者
を
師
友
と
し
て
い
る
、
日
本
道
徳
学
会
会
長
横
山
利
弘
氏
の
立

言
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
教
師
は
「
知
・
情
・
意
の
働
き
に
目
を

モラロジー研究 No.66,2010



向
け
た
指

＊導
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊
『
ポ
プ
ラ
』（
関
西
学
院
通
信

N
o
.
64.

二
〇
〇
九
年
）
一
五
頁
。

以
上
が
こ
の
著
作
の
要
諦
で
あ
る
。
全
体
は
、
ボ
ル
ノ
ー
の

『
実
存
哲
学
と
教
育
学
』（E

xisten
zph

ilosoph
ie u

n
d
 
P
ad
ago-

gik
.
S
tu
ttg
a
rt
1959

邦
訳

理
想
社
一
九
六
六
年
）
を
現
代
の

精
神
状
況
を
踏
ま
え
敷
衍
し
、
適
宜
批
判
を
交
え
な
が
ら
補
完
し

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ボ
ル
ノ
ー
に
は
見
ら
れ
ぬ
新
機
軸
と
し
て

ま
ず
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
道
徳
教
育
の
社
会
性
と
家

庭
の
問
題
に
関
す
る
入
念
な
分
析
で
あ
る
。
問
題
の
弁
証
法
的
解

読
は
、
ボ
ル
ノ
ー
よ
り
も
鋭
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
ア

ド
ル
ノ
の
場
合
の
よ
う
に
、
因
襲
化
し
た
社
会
と
文
化
を
絶
対
的

に
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
岸
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
望
見
す
る

と
こ
ろ
ま
で
弁
証
法
を
徹
底
的
に
駆
使
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、

た
と
え
ば
テ
ィ
リ
ヒ
の
神
学
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
間
の
魂
の
救

済
の
問
題
を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
信
仰
」
と
い
う
精
神
の
絶
対
的
な

次
元
で
取
り
上
げ
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
以
上
の
問
題
と
何
ら

か
の
か
た
ち
で
関
連
し
て
く
る
筈
で
あ
る
「
エ
ロ
ス
」
の
問
題
も

も
っ
と
詳
述
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
に
取
り
組
み
な
が
ら
も
、
物
事
を
究
極
の
根
底
に
ま
で

問
い
詰
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も

生
じ
て
こ
よ
う
。
と
に
か
く
そ
の
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
で
止
ま

り
、
二
項
対
立
の
中
間
で
の
調
停
と
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
の
必
要
性

を
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
教
育
哲
学
の
顕
著
な
特
性

が
見
出
さ
れ
る
。

問
題
を
最
後
ま
で
問
い
詰
め
て
い
く
た
め
に
は
弁
証
法
に
徹
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
力
説
し
て
い
た
よ
う
に
、
ラ

デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
こ
と
は
根
底
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
キ
ュ
ン
メ
ル
は
甘
い
と
い
う
思
索
家
も
場
合
に
よ
っ
て
は
い

る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
反
面
、
著
者
キ
ュ
ン
メ
ル
は
教
育

者
と
し
て
現
場
体
験
重
視
に
徹
し
て
い
る
が
故
に
、
論
旨
は
具
体

的
で
説
得
力
が
あ
る
。
誠
実
な
教
育
者
は
各
頁
を
絶
え
ず
首
肯
し

な
が
ら
読
む
に
違
い
な
い
。
諸
問
題
の
諸
関
連
を
基
に
し
て
繰
り

広
げ
ら
れ
る
体
系
的
叙
述
は
、
き
わ
め
て
現
象
学
的
で
あ
る
。
こ

こ
で
手
に
と
る
よ
う
に
看
取
さ
れ
て
く
る
の
は
、
著
者
の
恩
師
ボ

ル
ノ
ー
の
学
問
体
系
の
支
柱
と
な
っ
て
い
た
生
の
哲
学
と
ド
イ
ツ

の
伝
統
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
キ
ュ
ン
メ
ル
こ
そ
は
、
恩

師
に
対
す
る
敬
愛
と
批
判
に
よ
っ
て
言
葉
の
真
実
の
意
味
で
ボ
ル

ノ
ー
の
正
統
な
継
承
者
と
な
っ
て
い
た
、
と
言
え
は
し
な
い
だ
ろ

う
か如

何
に
す
ぐ
れ
た
学
問
体
系
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
の
蛸
壺
に

蟄
居
し
て
い
る
な
ら
ば
、
不
毛
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
丸
山
真

男
が
ず
っ
と
以
前
に
力
説
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
孤
立

し
た
現
象
の
孤
立
し
た
観
察
や
評
価
は
危
険
で
あ
っ
て
、
高
度
に

文
脈
的
な
、
ま
た
全
体
的
な

＊
＊

考
察
」
の
裏
付
け
を
必
要
と
し
て
い



る
。
今
や
国
際
化
は
「
時
の
要
請
」（
ゲ
ー
テ
）
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
ま
さ
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、

文
化
の
異
質
性
と
同
質
性
を
全
体
関
連
的
・
具
体
的
な
解
読
を
目

指
す
、
国
際
間
の
「
共
同
作
業
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
モ
ラ

ロ
ジ
ー
に
関
す
る
昨
年
夏
の
国
際
学
会
で
す
で
に
再
確
認
さ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
ュ
ン
メ
ル
教
授
の
道
徳
教
育
に
関
す
る

著
作
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
今
後
の
研
究
に
き
わ
め
て
貴
重
な

一
石
を
投
じ
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
、
本
書
の
こ
う
い
う
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

＊
＊
丸
山
真
男
『
増
補
版

現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』（
未
来
社

一
九

六
八
年
）
二
八
四
頁
。

付
記

元
関
西
学
院
大
学
教
授
の
下
程
息
先
生
が
本
書
評
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
元
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
教
育
大
学
教
授
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
の
『
道
徳
教
育
』（F

ried
rich

 
K
u
m
m
el,

M
oralerzieh

u
n
g zw

isch
en
 
W
ertorien

tieru
n
g
 
u
n
d
 
W
irk-

lich
keitsbezu

g
,
V
a
rd
a
n V

erla
g H

ech
in
g
en
,
2009

）
は
、

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
が
、
昨
年
（
平
成
二
十
一
年
）
八
月
二
十
四
日

か
ら
二
十
六
日
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
「
モ
ラ
ル

サ
イ
エ
ン
ス
国
際
会
議
」（
統
一
テ
ー
マ
「
倫
理
道
徳
の
理
論
と

実
践

モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
廣
池
千
九
郎
の
業
績
の
評
価
」）

に
参
加
さ
れ
た
際
に
、
廣
池
幹
堂
理
事
長
に
手
渡
し
で
、
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
所
に
寄
贈
さ
れ
た
数
冊
の
ご
著
作
の
中
の
一
冊
で
す
。

＊

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
が
「
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
国
際
会
議
」
に
参

加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
は
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
で
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
顧
問
を
さ
れ
ま
し
た
故
下
程
勇
吉
先
生
と
、
深
い
学
問
的
親

交
を
も
た
れ
た
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
碩
学
の
一
人
で
あ
り
、
下
程

勇
吉
先
生
の
三
つ
の
論
文
を
集
め
、
御
子
息
の
下
程
息
先
生
と
キ

ュ
ン
メ
ル
博
士
が
翻
訳
に
尽
力
さ
れ
て
成
立
し
たD
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M
ey
er,

1971

）
に
、
訂
正
・
輔
筆
を
加
え
て
、
全
体
を
一
層
充

実
し
た
も
の
に
し
て
出
版
し
た
い
と
い
う
計
画
を
立
て
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
改
訂
版
に
は
、
下
程
勇
吉
先
生
の
代
表
的
著
作
の

紹
介
を
収
録
し
、
そ
れ
ら
著
作
に
込
め
ら
れ
た
下
程
勇
吉
先
生
の

教
育
人
間
学
の
精
髄
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
の
構

想
を
抱
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

取
り
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
代
表
的
著
作
は
、『
二
宮
尊
徳
の

人
間
学
的
研
究
』（
初
版
一
九
六
八
、
増
補
版
一
九
八
八
）、『
宗

教
的
自
覚
と
人
間
形
成
』（
初
版
一
九
七
〇
、
増
補
版
一
九
八

八
）、『
吉
田
松
陰
の
人
間
学
的
研
究
』（
一
九
八
八
）、『
中
江
藤

樹
の
人
間
学
的
研
究
』（
一
九
九
四
）、『
日
本
の
精
神
的
伝
統
』

（
一
九
九
六
）、『
廣
池
千
九
郎
の
人
間
学
的
研
究
』（
二
〇
〇
五
）

で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
廣
池
学
園
出
版
部
か
ら
出
版
（
現
在

は
麗
澤
大
学
出
版
会
か
ら
出
版
）
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
の
計
画
は
、
下
程
息
先
生
が
仲
介
さ
れ
、
道

徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
岩
佐
信
道
セ
ン
タ
ー
長
か
ら
廣
池
幹
堂

理
事
長
に
報
告
さ
れ
、
理
事
長
か
ら
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
で
下

程
勇
吉
先
生
の
御
指
導
を
頂
い
た
、
北
川
治
男
教
授
（
道
徳
科
学

研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
）、
諏
訪
内
敬
司
教
授
（
杏
林
大
学
教

授
）、
そ
し
て
、
立
木
教
夫
（
麗
澤
大
学
教
授
）
の
三
名
で
協
力

す
る
よ
う
ご
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
間
に
、
下
程
息
先
生
は
、
お
父
上
の
著
作
を
熟
読
さ
れ
、

下
程
勇
吉
先
生
と
廣
池
学
園
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
と
の
深
い
つ

な
が
り
を
理
解
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
方
針
を
明
確
化
さ
れ
ま
し

た
。「
と
こ
ろ
で
亡
父
の
著
作
『
宗
教
的
自
覚
と
人
間
形
成
』、

『
日
本
の
精
神
的
伝
統
』、『
廣
池
千
九
郎
の
人
間
学
的
研
究
』
を

精
読
、
そ
の
関
連
で
『
伝
記

廣
池
千
九
郎
』
を
読
み
ま
し
た

が
、
ほ
ん
と
う
に
立
派
な
お
仕
事
、
尊
敬
と
事
実
の
尊
重
が
一
体

と
な
っ
て
こ
の
不
世
出
の
教
育
者
を
じ
つ
に
分
か
り
や
す
く
活
写

さ
れ
て
い
る
の
に
頭
が
さ
が
り
ま
し
た
。
今
度
の
共
同
作
業
で
は

父
の
ド
イ
ツ
語
の
本
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
廣
池
の
学
問
体
系

を
全
体
の
柱
石
の
ひ
と
つ
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ

る
、
と
気
付
き
ま
し
た
。」

下
程
息
先
生
か
ら
、
夏
に
は
、
キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
ご
夫
妻
が
京

都
に
来
ら
れ
る
と
の
連
絡
を
頂
き
ま
し
た
。
キ
ュ
ン
メ
ル
博
士

は
、
下
程
勇
吉
先
生
が
お
元
気
な
頃
、
ご
一
緒
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
を
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
回
目
は
、
一
九
七
八
年
十
月
十

九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
滞
在
さ
れ
、「
現
代
の
道
徳
教
育
の
問

題
と
道
徳
教
育
の
形
式
」
と
題
し
た
講
義
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
し
、
第
二
回
目
は
、
一
九
九
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
一

日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
「
第
二
回
道
徳
教
育
国
際
会
議
「
二
十

一
世
紀
の
道
徳
教
育
を
求
め
て
」」
の
発
表
者
と
し
て
、「
ド
イ
ツ

の
道
徳
教
育
」
と
題
し
た
発
表
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
つ
な

が
り
が
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
た
、
下
程
息
先
生
は
廣
池
千
九
郎
関

係
の
文
献
を
お
読
み
く
だ
さ
り
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
い
て
い

る
最
中
で
し
た
の
で
、
廣
池
千
九
郎
に
的
を
絞
っ
た
「
モ
ラ
ル
サ



イ
エ
ン
ス
国
際
会
議
」
に
ご
出
席
し
て
頂
け
た
ら
、
国
際
会
議
も

さ
ら
に
充
実
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
岩
佐
信
道
セ
ン
タ
ー

長
に
提
案
い
た
し
ま
し
た
。
幸
い
、
許
可
を
頂
く
こ
と
が
で
き
、

下
程
息
先
生
と
キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
ご
夫
妻
の
日
程
等
を
調
整
し
て

い
た
だ
き
、
招
待
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
際
会
議
の
場
で
、
下
程
息
先
生
は
、
キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
の
ド

イ
ツ
語
の
通
訳
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
一
般
参
加
者
の
理
解
に

資
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
、
適
切
な
質
問
や
コ
メ
ン
ト
を
し
て
会

議
を
盛
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
キ
ュ
ン
メ
ル
博
士

は
、
深
い
洞
察
に
満
ち
た
発
言
を
さ
れ
、
会
議
の
レ
ベ
ル
を
高
い

水
準
に
引
き
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
キ
ュ
ン

メ
ル
夫
人
は
、
多
く
の
参
加
者
と
親
し
く
交
流
さ
れ
、
会
議
の
雰

囲
気
を
明
る
く
楽
し
い
も
の
に
し
て
、
大
い
に
会
議
の
成
功
に
貢

献
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

キ
ュ
ン
メ
ル
博
士
は
、
こ
の
国
際
会
議
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
に

対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
、
何
冊
か
の
ご
著
作
を
研
究
所
に
寄
付

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
下
程
息
先
生

の
書
評
に
取
り
上
げ
ら
れ
たM

oralerzieh
u
n
g

（『
道
徳
教
育
』）

は
、
そ
の
中
の
一
冊
で
す
。
下
程
息
先
生
は
、
こ
の
本
に
つ
い

て
、「
手
前
味
噌
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
亡
父
の
教
育

哲
学
と
の
間
の
共
鳴
音
が
行
間
か
ら
つ
ね
に
聴
こ
え
て
く
る
、
キ

ュ
ン
メ
ル
先
生
に
下
程
勇
吉
は
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
た
、
キ

ュ
ン
メ
ル
先
生
が
わ
れ
わ
れ
の
共
同
の
仕
事
を
結
果
的
に
は
提
案

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
分
か

り
ま
し
た
」
と
、
メ
ー
ル
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
最
後
に
、
キ

ュ
ン
メ
ル
博
士
が
廣
池
幹
堂
理
事
長
に
献
本
さ
れ
たM

oraler-

zieh
u
n
g

を
書
評
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
下
程
息
先
生
に
深
甚

の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。（
立
木
教
夫
）

役
職
名
は
平
成
二
十
一
年
度
当
時
の
も
の
で
あ
る
。）
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