
目
下
、
和
歌
山
大
学
（
以
下
、
本
学
）
で
は
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅
改﹅
革﹅
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
、
あ

る
種
の
改
革
が
進
行
中
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
改﹅
革﹅
と
い
う
語
を
字
面
の
通
り

に
、
そ
の
ま
ま
漢
字
で
受
け
取
り
、
漢
語
（
ひ
い
て
は
、
和
語
）
の
語
意
に
即
し
て
理
解
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
語
の
背
後
に
近
代
以
降
の
、
例
え
ば
英
語
のrefo
rm

や

refo
rm
a
tio
n

の
翻
訳
語
と
し
て
の
歴
史
を
汲
み
取
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
昨
今
、

奇
妙
な
ま
で
に
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
い
わ
ゆ
る
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
（in

n
o
v
a
tio
n

）

と
い
う
語
の
起
源
や
由
来
を
も
組
み
込
む
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
の
主
張
に
よ
っ
て
、
そ
こ

に
は
相
当
に
異
質
な
改﹅
革﹅
論﹅
や
、
具
体
的
な
改﹅
革﹅
像﹅
が
提
示
さ
れ
う
る
に
違
い
な
い
。
筆
者

は
、
そ
の
よ
う
な
改
革
の
何﹅
た﹅
る﹅
か﹅
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
意
識
の
鮮
度
や
、
は
っ

き
り
し
た
到
達
目
標
を
示
し
う
る
能
力
を
、
そ
も
そ
も
備
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
の

数
年
来
、
本
学
の
教
養
教
育
改
革
に
対
す
る
発
案
者
や
、
実
質
上
の
責
任
者
の
任
を
引
き
受

け
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
従
来
の
授
業
科
目
の
編
成
を
改
め
た
り
、
新
し
い

授
業
科
目
を
設
置
し
た
り
、
な
お
か
つ
、
本
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
画
面
（「
教
養
の
森
」）

を
通
じ
、
本
学
の
教
養
教
育
改
革
の
理
念
や
プ
ラ
ン
を
、
公
（
お
お
や
け＝

大
宅
）
に
せ
ざ

る
を
え
な
い
役
回
り
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
一
環
と

し
て
、
こ
の
数
年
来
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
筆
者
が
感
じ
、
考
え
て
き
た
の
か
を
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
存
外
、
と
言

お
う
か
、
予
想
通
り
、
と
言
お
う
か
、
そ
れ
ほ
ど
安
易
に
進
捗
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
も
、
現
状
認
識
と
し
て
共
有
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
個
人
的
な
備
忘
録
と
い
う
意
味
も
兼

ね
、
こ
こ
に
幾
つ
か
の
コ
ラ
ム
（co

lu
m
n
＝

円
柱
縦
列
記
事
）
を
連
ね
る
形
で
、
本
学
の

教
養
教
育
改
革
の
特
質
を
…
…
そ
の
よ
う
に
称
し
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
の
話
で
あ

る
が
、
い
さ
さ
か
開
陳
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

□

教
養
と
教
育
の
相
性
は
…
…

教
養
と
教
育
の
相
性
は
、
す
こ
ぶ
る
悪
い
。

理
由
は
簡
単
で
、
教
養
と
は
本
来
、
字

面
の
通
り
に
、
自﹅
分﹅
が
自﹅
分﹅
で
自﹅
分﹅
を
教
え
、
養
う
、
と
い
う
行﹅
為﹅
と
、
そ
の
行
為
の
成﹅
果﹅

（fru
it ＝

享
受
、
す
な
わ
ち
、
幸
福
の
果
実
の
収
穫
）
を
指
し
示
す
語
で
あ
り
、
こ
の
行
為

を
抜
き
に
し
て
、
そ
も
そ
も
教﹅
養﹅
と
い
う
人
間
の
能
力
や
、
知
性
や
感
情
や
意
志
の
有
り
様

や
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
人
間
の
品
位
（d

ig
n
ity
＝

価
値
）
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
っ
た
は
ず
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
教
養
の

命
綱
（
い
の
ち
づ
な
）
で
あ
り
、
そ
の
存
在
理
由
（ra

iso
n
 
d
’etre

）
で
も
あ
り
、
ま
た
、

肝
心
要
（
か
ん
じ
ん
か
な
め
）
の
臓
器
（＝

肝
臓
＋
心
臓
）
で
も
あ
る
は
ず
の
、
自
分
が
自
分

で
自
分
を
教
え
、
養
う
、
と
い
う
行
為
と
は
、
む
し
ろ
相
反
す
る
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
の
が
、
少
な
く
と
も
、
私
た
ち
の
時
代
の
教﹅
育﹅
で
あ
っ
た
か
ら
。

と
言
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
最
初
か
ら
、
教
養
と
教
育
を
二
分
し
、
峻
別
し
て
、
ま
っ
た
く

違
っ
た
、
異
な
る
も
の
に
仕
立
て
上
げ
て
し
ま
う
…
…
と
い
う
過
ち
を
、
こ
の
稿
は
引
き
受

け
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
過
ち
を
犯
さ
な
い
こ
と
に
は
、
逆
に
、

い
っ
こ
う
に
話
が
先
に
進
ま
な
い
、
と
い
う
困
っ
た
事
態
に
私
た
ち
が
立
ち
至
っ
て
い
る
こ

と
も
、
確
か
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
仮
に
教﹅
養﹅
と
い
う
語
を
、
こ
の
よ
う
に
し
て

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》

天

野

雅

郎

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》
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自
分
が
自
分
で
自
分
を
教
え
、
養
う
、
と
い
う
行
為
と
、
そ
の
行
為
の
成
果
と
し
て
受
け
取

る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
教﹅
育﹅
の
場
合
に
も
、
等
し
く
当
て
嵌
ま
り
う
る
の
か
、
ど

う
か
、
検
証
し
て
み
る
の
が
手
っ
取
り
早
か
ろ
う
。
単
純
な
話
、
私
た
ち
は
現
在
、
教
育
と

い
う
語
を
、
教
養
と
い
う
語
と
同
様
、
自
分
が
自
分
で
自
分
を
教
え
、
育
て
る
、
と
い
う
行

為
と
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
が
一
般
に
、
こ
の
教﹅
育﹅
と
い
う

語
を
口
に
す
る
時
に
は
、
そ
こ
に
当
然
の
よ
う
に
、
自
分
と
は
別
の
、
自
分
と
は
異
な
る
誰

か
を
、
前
提
と
し
、
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
教
育
と
は
自
分
が
誰
か
を
教
育
す﹅
る﹅
こ

と
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
自
分
が
誰
か
に
教
育
さ﹅
れ﹅
る﹅
こ
と
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
の
よ
う
な
誰
か

昨
今
、
私
た
ち
が
他
者
（a

n
o
th
er p

erso
n

）
と
称
し
て
い
る

誰
か
を
想
定
し
な
い
こ
と
に
は
、
ご
く
普
通
の
、
教
育
と
い
う
語
の
使
い
方
は
成
り
立
ち
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
※
）
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
と
は
、
私
た
ち
が
誰

か
を
対
象
（o

b
ject ＝

目
的
）
に
し
て
、
そ
の
誰
か
に
、
教
育
と
い
う
能
動
的
な
、
働
き
掛

け
を
す﹅
る﹅
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
が
誰
か
の
対
象
に
な
り
、
そ
の
誰
か
に
、
教
育

と
い
う
受
動
的
な
、
働
き
掛
け
を
さ﹅
れ﹅
る﹅
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
※
）
例
え
ば
『
大
辞
林
』
（
三
省
堂
）
で
教﹅
育﹅
の
語
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
「
他﹅
人﹅
に
対
し
て
意
図

的
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
望
ま
し
い
方
向
へ
変
化
さ
せ
る
こ
と
。
広

義
に
は
、
人
間
形
成
に
作
用
す
る
す
べ
て
の
精
神
的
影
響
を
い
う
。
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
る
場

に
よ
り
、
家
庭
教
育
・
学
校
教
育
・
社
会
教
育
に
大
別
さ
れ
る
」
（
傍
点：

筆
者
）
と
記
さ
れ

て
お
り
、
用
例
に
は
「
子
供
を
教
育
す
る
」
と
「
義
務
教
育
」
と
「
教
育
の
あ
る
人
」
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
『
大
辞
泉
』
（
小
学
館
）
に
な
る
と
、
ま
ず
一
番
目
に
は
「
あ﹅

る﹅
人﹅
間﹅
を
望
ま
し
い
姿
に
変
化
さ
せ
る
た
め
に
、
身
心
両
面
に
わ
た
っ
て
、
意
図
的
、
計
画
的

に
働
き
か
け
る
こ
と
。
知
識
の
啓
発
、
技
能
の
教
授
、
人
間
性
の
涵
養
（
か
ん
よ
う
）
な
ど
を
図

り
、
そ﹅
の﹅
人﹅
の
も
つ
能
力
を
伸
ば
そ
う
と
試
み
る
こ
と
」
（
傍
点：

筆
者
）
と
い
う
語
釈
が
掲

げ
ら
れ
、
用
例
に
は
「
教
育
を
受
け
る
」
と
「
新
入
社
員
を
教
育
す
る
」
と
「
英
才
教
育
」
が

挙
げ
ら
れ
た
後
、
続
け
て
二
番
目
に
は
「
学﹅
校﹅
教﹅
育﹅
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
成
果
」
（
傍
点：

筆
者
）
と
い
う
語
釈
が
掲
げ
ら
れ
、
用
例
に
は
「
教
育
の
あ
る
人
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ど

ち
ら
の
辞
書
も
、
現
在
、
電
子
媒
体
を
通
じ
て
利
用
可
能
で
あ
る
点
、
な
ら
び
に
、
い
わ
ゆ
る

ウ
ェ
ブ
（w

eb
＝

蜘
蛛
の
巣
）
上
で
の
更
新
が
行
な
わ
れ
続
け
て
い
る
点
を
合
わ
せ
て
、
私
た

ち
に
と
っ
て
は
最
も
平
均
的
な
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
語﹅
辞﹅
典﹅
と
評
し
て
も
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
前
者
に
は
編
者
と
い
う
形
で
、
後
者
に
は
監
修
と
い
う
形
で
、
い
ず
れ
も
松
村
明
の

名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
働
き
掛
け
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
働
き
掛
け
の
中
で
、
能
動
的

な
側
が
逆
に
受
動
的
な
側
に
回
っ
た
り
、
そ
の
反
対
に
、
受
動
的
な
側
が
逆
に
能
動
的
な
側

に
回
っ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
主﹅
客﹅
の﹅
転﹅
倒﹅
が
引
き
起
こ
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
…
…
い
さ
さ
か
哲
学
寄
り
の
物
言
い
を
す
れ
ば
、
弁
証
法

的
（d

ia
lectic ＝

問
答
法
的
）
な
出
来
事
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
教
育
者

（ed
u
ca
to
r

）
と
し
て
の
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
も
、
言
を
俟
た
な
い
。
が
、

そ
の
よ
う
な
経
験
は
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
、
教
育
者
の
側
に
限
ら
れ
た
、
教
育
者
に
固
有
の

経
験
で
あ
り
、
教
育
と
い
う
働
き
掛
け
に
能
動
的
な
形
で
、
積
極
的
な
形
で
関
与
し
て
い
る

者
だ
け
が
味
わ
い
、
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
い
た
っ
て
幸
運
な
、
そ
の
名
の
通
り
の
特﹅

権﹅
（p

riv
ileg

e ＝

個
人
の
恩
恵
）
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

□

再
度
、
教
養
と
教
育
の
相
性
は
…
…

教
養
と
教
育
の
相
性
は
、
す
こ
ぶ
る
悪
い
。

当
面
、
こ
の
事
実
を
私
た
ち
は
、
認
め

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
こ
の
事
実
を
認
め
な
い
こ
と
に
は
、
そ
も
そ
も
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅

改﹅
革﹅
と
い
う
、
何
と
も
奇
妙
な
、
あ
や
し
げ
な
語
が
罷
り
通
る
理
由
も
、
根
拠
も
、
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
教
養
と
教
育
の
相
性
が
好
く
、
そ
こ
に
何
の

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
64
集
（
二
〇
一
四
）
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齟
齬
も
、
軋
轢
も
生
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
私
た
ち
は
教
養
教
育
改
革
と
い
う
語

を
使
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
改﹅
革﹅
を
行
な
う
必
要
な
ど
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
か

ら
。
と
言
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
教
養
と
教
育
の
相
性
は
、
根
っ
か
ら
悪
い
の
か
、
そ
れ
と

も
、
悪
く
な
っ
た
の
か
、
悪
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
改
善
し
、
良
好
な
関
係
に
ま

で
修
復
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
可

能
な
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
解
き
明
か
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
教﹅
養﹅
と
い
う
日
本
語
が
、
ま
さ
し
く
近
代
的
な
日
本

語
（M

o
d
ern

 
Ja
p
a
n
ese

）
と
し
て
、
は
じ
め
て
私
た
ち
の
前
に
姿
を
見
せ
た
折
に
、
こ
の

語
が
当
初
、
英
語
のed

u
ca
tio
n

の
翻
訳
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
留
め
ら
れ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
語
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
そ
の

ed
u
ca
tio
n

の
翻
訳
語
と
し
て
教﹅
育﹅
と
い
う
語
が
定
着
し
、
普
及
す
る
に
至
る
ま
で
、
ほ
と

ん
ど
教
育
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
用
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
※
）
の
挙
げ
て
い
る
、
中なか
村むら

正まさ
直なお
訳
の
『
西
国
立
志
編
』
や
、
須す
川がわ
賢たか
久ひさ
訳
の
『
具
氏
博
物
学
』
を
、
最
も
早
い
時
期
の

用
例
と
し
て
挙
げ
て
お
け
ば
、
充
分
で
あ
る
。
前
者
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
、
後

者
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
※
）
以
下
、
原
則
的
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
か
ら
の
引
用
は
、
第
二
版
（
二
〇
〇
〇

年
〜
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
が
、
時
に
応
じ
て
、
初
版
（
一
九
七
二
年
〜
一
九
七
六
年
）
と
精

選
版
（
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
し
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
形
で
教﹅
養﹅
と
い
う
語
を
、
教
育
の
同
義
語
に
用
い
る
の
は
、
実
は
日

本
で
、
日
本
人
が
日
本
語
と
し
て
使
い
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
中
国
語
（
と
言

う
よ
り
も
、
漢
語
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
起
源
を
遡
る
と
、
古
く
『
後
漢
書
』

（
鄧
禹
伝
）
に
ま
で
辿
り
着
く
…
…
と
い
う
の
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
、
こ
れ
ま
た
受

け
売
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
国
語
経
由
の
、
教
養
の
用
例
は
、
す
で
に

古
代
か
ら
、
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
（
七
二
〇
年
）
の
中
に
も
見
出
し
う
る
が
、
そ
れ
は
結

果
的
に
、
ど
う
や
ら
私
た
ち
の
国
に
お
い
て
は
定
着
せ
ず
に
終
わ
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
、
こ

の
語
は
一
方
で
中
世
に
は
、
同
音
異
義
語
の
孝﹅
養﹅
（
呉
音：

ケ
ウ
ヤ
ウ
）
や
、
あ
る
い
は
供﹅

養﹅
（
漢
音：

キ
ョ
ウ
ヤ
ウ
）
と
重
な
り
合
い
、
字
面
の
通
り
に
親
や
、
祖
先
に
孝
行
し
、
弔

い
の
儀
式
や
仏
事
を
営
む
こ
と
を
も
、
指
し
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
近
代
以
前
の
教﹅
養﹅
の
使
い
方
と
は
、
か
な
り
違
っ
た
、
ま
っ
た

く
新
し
い
、
と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』
以
来
、
千
百
五
十

年
を
隔
て
て
、
こ
の
時
、
明
治
の
初
年
に
至
っ
て
、
ふ
た
た
び
教
養
の
原﹅
義﹅
が
復
活
を
遂
げ

た
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
英
語
のed

u
ca
tio
n

の
翻
訳
語
で
あ
っ
た
こ

と
に
加
え
て
、
こ
の
語
は
元
来
、
私
た
ち
が
誰
か
の
、
力
を
引
き
出
す
、
と
い
う
行
為
を
意

味
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
想
い
起
こ
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
※
）
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
教﹅
養﹅
と
教﹅
育﹅
が
、
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
に
も
、
同
意
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
教
育
に
は
理
念
的
に
、
教
養
と
同

様
、
自
分
が
自
分
で
自
分
を
教
え
、
育
て
る
、
と
い
う
行
為
と
、
そ
の
成
果
が
備
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
納
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

（
※
）
英
語
のed

u
ca
tio
n

が
語
源
的
に
、
ラ
テ
ン
語
のed

u
ca
re

（
外
に
導
く
↓
力
を
引
き
出
す
）

や
、
あ
る
い
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
あ
るed

u
cere

に
由
来
す
る
、
と
見
な
す
の
は
通
説
で

あ
っ
て
、
定
説
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
寺
澤
芳
雄
（
編
集
）
の
『
英
語
語
源
辞
典
』
（
一
九
九

七
年
、
研
究
社
）
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
ラ
テ
ン
語
のed

u
ca
re

の
原
義
は
「
卵
を
か
え
し
て

ひ﹅
よ﹅
こ﹅
に
す
る
」
（
傍
点：

筆
者
）
こ
と
か
、
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
「
児
童
の
隠
れ

た
能
力
を
引
き
出
す
」
と
い
う
意
味
は
「
俗
説
の
よ
う
で
あ
る
」
。
け
れ
ど
も
、
結
果
的
に

ed
u
cere

が
「
主
に
肉
体
的
な
養
育
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、ed

u
ca
re

の
方
は

精
神
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
た
」
点
に
つ
い
て
は
、
確
か
で
あ
る
ら
し
い
。

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》
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□

セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ

教
養
と
教
育
が
共
に
、
自
分
が
自
分
で
自
分
を
教
え
、
養
う
、
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
ま

た
同
時
に
、
育
て
る
、
と
い
う
行
為
で
あ
る
可
能
性
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
に
、
ど
の
よ

う
な
形
で
見
出
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
見
出
し
う
る
の

か
、
ど
う
か
で
、
い
わ
ゆ
る
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅
改﹅
革﹅
の
成
否
は
決
ま
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
改
革
が
仮
に
、
実
を
結
ぶ
時
が
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
に
は

例
え
ば
、
巷
（
ち
ま
た
）
の
書
店
に
並
ん
で
い
る
、
教
養
の
た
め
の
○
○
と
い
う
試
験
問
題
集

や
、
相
も
変
わ
ら
ず
大
学
の
講
義
題
目
に
、
ち
ら
ほ
ら
痕
跡
を
留
め
て
い
る
、
教
養
と
し
て

の
○
○
と
い
う
授
業
科
目
も
、
一
掃
を
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
授
業
科
目
を
致

し
方
な
く
、
い
や
い
や
受
講
し
、
単
位
の
修
得
に
奔
走
す
る
大
学
生
の
姿
も
、
奇
麗
さ
っ
ぱ

り
、
大
学
か
ら
消
え
て
な
く
な
る
日
が
訪
れ
る
に
違
い
な
い
。

が
、
こ
の
よ
う
な
教
養
や
教
育
の
理
解
の
仕
方
が
、
目
下
、
ど
こ
ま
で
私
た
ち
の
間
で
共

通
の
理
解
た
り
え
て
い
る
の
か
は
、
疑
わ
し
い
限
り
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
教
養
や
教
育
と

い
う
語
の
成
り
立
ち
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
語
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
、
英
語
の
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（ed

u
ca
tio
n

）
や
カ
ル
チ
ャ
ー
（cu

ltu
re

）
や
、
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
ー
ツ
（lib

era
l a
rts

）
や
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
語
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
（B

ild
u
n
g

）
の

語
義
か
ら
は
逸
脱
し
た
、
き
わ
め
て
誤
解
の
甚
だ
し
い
用
法
が
、
堂
々
と
罷
り
通
っ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
の
行
き
着
く
先
に
は
、
教
養
や
教
育
を

本
来
の
意
味
と
は
反
対
の
意
味
で

要
す
る
に
、
自
分
が
自
分
で
自
分
を
教
え
、
養
わ
な

い
、
あ
る
い
は
、
育
て
な
い
、
そ
の
よ
う
な
他﹅
者﹅
依﹅
存﹅
が
教
養
や
教
育
の
、
文
字
通
り
の
常﹅

識﹅
と
見
な
さ
れ
る
に
至
る
の
も
、
避
け
難
い
事
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
常
識
（co

m
m
o
n sen

se

）
が
、
何
を
根
拠
と
し
、
何
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
る
の
か
は
、
そ
れ
自
体
、
複
雑
な
歴
史
的
経
緯
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
問
題
で
あ
ろ

う
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
解
決
の
付
く
問
題
で
は
な
い
こ
と
も
、
分
か
り
切
っ
た
こ
と
で

は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
教﹅
育﹅
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
共﹅
通﹅
感﹅
覚﹅
を
規
定

し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
長
い
間
、
日
本
語
そ
の
も
の
に
纏
わ
り
付
き
、
絡
み
合
い
続
け
て

き
た
、
固
有
の
語
感
（n

u
a
n
ce ＝

陰
影
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
言
っ
た
の
は
、
今
で
も
私
た
ち
が
養﹅
う﹅
と
い
う
語
を
使
う
場
合
と
、
こ
れ
に
対
し
て
育﹅
て﹅

る﹅
と
い
う
語
を
使
う
場
合
で
は
、
そ
こ
に
微
妙
な
、
あ
る
い
は
顕
著
な
、
意
味
の
違
い
が
生

じ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
養﹅
う﹅
と
い
う
日
本
語
と
育﹅
て﹅
る﹅
と
い
う
日
本
語
の
間
に
は
、
そ
の

成
り
立
ち
に
お
い
て
、
か
な
り
の
差
異
が
見
出
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
こ
こ
で
白しら
川かわ
静しずか
の
『
字
訓
』（
一
九
八
七
年
、
平
凡
社
）
を
引
く
と
、
一

方
の
養﹅
う﹅
は
「
生
活
の
全
般
に
及
ぶ
語
で
、
語
義
が
広
い
」
の
が
特
徴
で
あ
り
、
人
間
で
あ

っ
て
も
、
動
物
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
ご
と
く
「
養
育
す
る
意
」
に
用
い
る
こ
と
が
叶
い
、
な

お
か
つ
、
そ
こ
に
は
「
子
を
産
み
育
て
る
の
み
で
な
く
、
父
母
に
対
し
て
も
孝
養
と
い
う
」

使
い
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の
育﹅
て﹅
る﹅
に
は
字
義
的
に
、
こ
の

よ
う
な
使
い
方
は
許
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
は
一
方
的
に
親
が
子
を
産
み
、
育
て
る
、
と
い
う
形

し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
点
、
私
た
ち
の
国
で
教
養
の
、
近
代
以
降
の
最
古
の

用
例
と
な
っ
た
『
西
国
立
志
編
』
で
、
は
じ
め
て
姿
を
見
せ
た
の
が
教
育
で
は
な
く
、
教
養

で
あ
っ
た
の
は
、
印
象
的
で
あ
る
。
（
※
）
な
に
し
ろ
、
そ
の
際
の
原
著
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ス
マ
イ
ル
ズ
の
、
ま
さ
し
く
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
で
あ
っ
た
か
ら
。

（
※
）
『
西
国
立
志
編
』
の
用
例
に
は
「
男
子
二
十
一
人
、
女
子
五
人
あ
り
、
故
に
そ
の
子
を
教﹅
養﹅
す

る
事
備
ら
ず
」
（
傍
点：

筆
者
）
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
用
例
は
『
西
国
立
志
編
』
の
第
七
編

の
四
（「
維
廉
費
布
士
、
沈
船
の
貨
財
を
捜
（
さ
ぐ
）
り
出
す
事
」）
が
典
拠
で
あ
り
、
冒
頭
の

「
維
廉
費
布
士
」
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ィ
ッ
プ
ス
と
読
む
。
十
七
世
紀
の
末
年
の
イ
ギ
リ
ス

で
、
や
が
て
海
中
の
難
破
船
か
ら
財
宝
を
発
見
し
、
当
時
の
国
王
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
）
に
よ

り
勲
爵
士
（
ナ
イ
ト
）
の
称
号
を
与
え
ら
れ
る
人
物
の
、
文
字
通
り
の
立﹅
身﹅
出﹅
世﹅
譚﹅
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
直
前
に
は
「
諾
曼
倍
（
ノ
ー
マ
ン
ベ
イ
）
族
の
先
祖
、
維
廉
費
布
士
は
、
一
千
六

百
五
十
一
年
、
亜
墨
利
加
（
ア
メ
リ
カ
）
の
緬
（
メ
イ
ン
）
に
生
（
う
ま
）
る
、
そ
の
父
は
、

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
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（
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銃
工
に
し
て
」
と
あ
り
、
こ
の
男
の
出
生
の
様
子
が
綴
ら
れ
た
後
、
前
掲
の
用
例
が
差
し
挟
ま

れ
て
か
ら
、
さ
ら
に
「
後
来
の
命
運
は
、
各
そ
の
心
思
の
才
、
躯
幹
（
か
ら
だ
）
の
力
に
任
せ

た
り
」
と
、
傍﹅
点﹅
付﹅
き﹅
の
文
章
が
続
く
。
し
か
も
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
『
西
国

立
志
編
』
の
一
節
を
、
原
著
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
（S

a
m
u
el S

m
iles

）
の
『
自

助
論
』
（S

elf
H
elp

）
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
そ
こ
に
実
は
、
こ
の
「
教
養
」
に
相
当
す

る
語
は
欠
け
て
お
り
、
こ
の
語
が
完
全
に
『
西
国
立
志
編
』
に
固
有
の
、
独
自
の
表
現
（
要
す

る
に
、
意
訳
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
教
養
」
と
い
う
語

は
欧
文
脈
の
中
か
ら
、
生
ま
れ
た
語
で
あ
る
と
共
に
、
漢
文
脈
（
ひ
い
て
は
、
和
文
脈
）
の
中

か
ら
、
産
声
を
上
げ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
念
の
た
め
に
『
自
助

論
』
の
、
該
当
箇
所
の
原
文
を
掲
げ
て
お
く
。
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□

そ
だ
て
る
人
と
、
は
ぐ
く
む
人
と

現
在
、
私
た
ち
が
教﹅
育﹅
と
い
う
日
本
語
を
、
そ
の
ま
ま
キ﹅
ョ﹅
ウ﹅
イ﹅
ク﹅
と
音
読
す
る
の
で
は

な
く
、
訓
読
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
訓
読
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
多

分
、
私
た
ち
は
決
ま
り
切
っ
た
形
で
、
こ
れ
を
お﹅
し﹅
え﹅
、
そ﹅
だ﹅
て﹅
る﹅
と
訓
読
し
、
そ
れ
以
外

の
訓
読
の
方
法
を
、
予
想
す
ら
し
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
と
言
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
訓
読
の
方
法
、
一
つ
を
取
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
の
決
ま
り
切
っ
た
、
あ

る
種
の
教﹅
育﹅
の
観
念
と
、
そ
の
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
見
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
教
育
と
い
う
語
を
訓
読
す
る
際
に
は
、
も
う
一
つ
の
選
択
肢

と
し
て
、
そ
こ
に
お﹅
し﹅
え﹅
、
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
と
い
う
訓
読
の
方
法
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
、
と

言
う
よ
り
も
、
確
実
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
の
頭
の
中
か

ら
抜
け
去
っ
て
し
ま
い
、
か
な
り
久
し
い
時
間
が
経
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
漢
字
の
育
（
音
読：

イ
ク
）
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
は﹅
ぐ﹅

く﹅
む﹅
と
い
う
日
本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
和
語
）
を
宛
が
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ﹅
だ﹅

て﹅
る﹅
と
い
う
日
本
語
を
宛
が
っ
た
り
し
て
、
今
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
日
本
語
の

間
に
は
、
そ
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
、
実
は
数
百
年
に
及
ぶ
時
間
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ

れ
と
言
う
の
も
、
す
で
に
前
者
（
は
ぐ
く
む
）
は
、
遠
く
古
代
か
ら
、
私
た
ち
の
国
で
使
わ

れ
続
け
て
き
た
語
で
あ
り
、
遡
れ
ば
『
萬
葉
集
』
の
中
に
も
、
幾
つ
か
の
名
歌

例
え
ば

「
客
人
（
た
び
び
と
）
の
╱
宿
り
せ
む
野
に
╱
霜
（
し
も
）
降
ら
ば
╱
吾
（
あ
）
が
子
育
め
╱
天

（
あ
め
）
の
鶴
群
（
た
づ
む
ら
）
」
（
巻
第
九
、
一
七
九
一
）
と
い
っ
た
名
歌
が
産
み
出
さ
れ

る
、
源
と
な
っ
た
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
方
の
後
者
（
そ
だ
て
る
）
は
平
安
時
代
の
後

期
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
誕
生
し
た
語
で
あ
っ
た
か
ら
。
（
※
）

（
※
）
日
本
語
の
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
と
い
う
動
詞
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
親
鳥
が
自
分
の
羽
（
は
↓
は
ね
）
で

雛
（
ひ
な
↓
ひ
よ
こ
）
を
包
（
く
く＝

つ
つ
）
む
、
と
い
う
姿
を
二
重
写
し
（o

v
erla

p

）
に

す
る
語
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
は﹅
く﹅
く﹅
む﹅
（
ひ
い
て
は
、
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
）
と
い
う
語
の
原
義
で
あ
り
、

成
り
立
ち
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
が
『
萬
葉
集
』
の
原
文
に
お
い
て
は
、
そ
の

ま
ま
羽﹅
﹅

と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
万﹅
葉﹅
仮﹅
名﹅
の
妙
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

歌
自
体
は
天
平
五
年
（
七
三
三
年
）
の
、
遣
唐
使
の
渡
航
に
当
た
っ
て
、
一
人
の
母
親
が
息
子

（「
独
り
子
」）
に
対
し
て
、
贈
っ
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

と
言
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
橘
たちばな

為ため
仲なか
の
私
家
集
（
一
〇
八
五

年
頃
）
を
、
こ
の
語
の
自
動
詞
形
（
育
つ
）
の
、
ど
う
や
ら
最
古
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
他
動
詞
形
（
育
て
る
）
の
方
に
は
、
最
古
の
用

コ
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例
と
し
て
『
平
家
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
※
）
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
語
の
用
例

が
私
た
ち
の
国
に
お
い
て
、
遡
っ
て
も
九
百
三
十
年
ば
か
り
前
に
し
か
辿
り
着
け
ず
、
こ
の

語
の
他
動
詞
形
に
至
っ
て
は
、
確
実
に
中
世
以
降
に
な
っ
て
定
着
し
、
普
及
し
た
語
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
今
で
も
、
こ
の
語
を
使
い
、
例
え
ば
親
が

子
を
育
て
る
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
際
に
は
、
そ
こ
に
特
定
の
社
会
や
文
化
の
中
で
生
ま

れ
た
、
固
有
の
人
間
観
や
価
値
観
や
、
そ
の
枠
内
で
培
わ
れ
た
、
独
自
の
親
子
観
や
教
育
観

が
、
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
る
点
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
※
）
育﹅
つ﹅
と
い
う
自
動
詞
に
は
、
実
は
他
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
こ
れ
は
江
戸

時
代
の
後
期
か
ら
、
そ
の
影
響
の
残
る
、
明
治
時
代
に
固
有
の
用
法
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
一

九
世
紀
的
な
用
法
で
あ
る
。
ま
た
、
育﹅
つ﹅
と
い
う
自
動
詞
と
、
育﹅
て﹅
る﹅
と
い
う
他
動
詞
の
間
に

は
、
少
な
く
と
も
、
百
数
十
年
に
及
ぶ
時
間
差
が
介
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
時
間
差

の
問
題
で
は
な
く
、
は
な
は
だ
大
き
な
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
、
時
代
差
の
問
題
で
も
あ
る
。

そ
の
点
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
育﹅
つ﹅
と
育﹅
て﹅
る﹅
の
、
そ
れ
ぞ
れ
最
古
の
用
例
と
し

て
挙
げ
て
い
る
、
橘
為
仲
の
歌
（
も
も
敷
に
╱
そ
だ
つ
と
な
ら
ば
╱
鴬
も
╱
雲
井
の
鶴
を
╱
見

も
習
は
な
ん
）
と
『
平
家
物
語
』
（
巻
第
八
・
緒
環
）
の
一
節
（
程
な
く
産
を
し
た
れ
ば
、
男

子
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
母
方
の
祖
父
太
大
夫
そ
だ
て
て
見
む
と
て
そ
だ
て
た
れ
ば
…
…
）
を
比

較
す
る
だ
け
で
も
、
そ
の
時
代
差
は
、
充
分
に
感
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
教
育
の
中
心
が
昨
今
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
学﹅
校﹅
に
あ
り
、
学
校
に
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
親
子
を
始
め
と
し
て
、
多
様
な
形
態
の
家﹅
族﹅
や
家﹅
庭﹅
が
教
育
現

場
と
し
て
成
り
立
ち
、
機
能
し
て
い
た
時
代
に
は
、
い
た
っ
て
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
自
明
の
事
柄
が
決
し
て
自
明
の
事
柄
で
は
な
く
な
り
、

例
え
ば
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
教﹅
育﹅
マ﹅
マ﹅
や
、
ひ
い
て
は
教﹅
育﹅
パ﹅
パ﹅
を
始
め
と
し
て
、
親
か

ら
子
へ
の
屈
折
し
た
、
異
常
な
熱
病
（fev

er

）
が
猛
威
を
振
る
い
、
そ
の
挙
句
、
そ
の
よ
う

な
教﹅
育﹅
熱﹅
が
日
常
茶
飯
の
域
に
ま
で
達
す
る
と
、
も
は
や
教
育
と
は
多
く
の
、
よ
り
多
く
の

金
銭
と
時
間
を
費
や
し
て
、
親
子
関
係
と
は
違
う
、
別
の
人
間
関
係
に
教
育
を
依﹅
託﹅
す
る
行

為
に
、
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
当
然
、
こ
の
教﹅
育﹅
と
い

う
語
の
原
義
も
、
見
失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
道
理
で
あ
る
。

□

「
普
通
の
教
育
」
の
始
ま
り

そ
も
そ
も
教﹅
育﹅
と
い
う
日
本
語
は
、
そ
の
起
源
を
遡
れ
ば
、
日
本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、

和
語
）
で
は
な
く
、
中
国
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
漢
語
）
に
辿
り
着
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
教
育
」
の
用
例
に
、
江
戸
時
代
の
前
期
に
浄
土
真

宗
の
僧
侶
、
浅あさ
井い
了りょう意い
が
中
国
語
か
ら
翻
訳
し
た
、
仮
名
草
子
の
『
新
語
園
』
（
序
文
）
が

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
教
訓
書
の
刊
行
さ
れ
た
天
和
二
年
（
一
六
八
二
年
）
あ
た
り
が
、

ど
う
や
ら
「
教
育
」
と
い
う
日
本
語
の
出
発
点
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
出
発
点
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
が
、
こ
の
教
訓
書
の
故
事
や
逸
話
は
元
来
、
漢
籍
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
教
育
」
と
い
う
語
自
体
も
中
国

語
を
起
源
と
す
る
語
で
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
そ
の
初
出

は
『
孟
子
』
の
「
尽
心
章
句
」
（
上
巻
）
で
あ
っ
た
。
（
※
）

（
※
）
こ
れ
が
古
来
、
私
た
ち
の
国
に
お
い
て
も
「
君
子
の
三
楽
（
さ
ん
ら
く
）
」
と
称
さ
れ
、
尊
ば

れ
て
き
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
点
、
言
を
俟
た
な
い
。
以
下
、
参
考
ま
で
に
原
文
と
読
み
下

し
文
を
掲
げ
て
お
く
が
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
孟
子
の
「
教
育
」
は
文

字
通
り
の
、
あ
く
ま
で
「
英
才
教
育
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
庶﹅
民﹅
教﹅
育﹅
や
大﹅
衆﹅
教﹅
育﹅
が
「
君

子
の
三
楽
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。

孟
子
曰
、
君
子
有
三
楽
。
而
王
天
下
不
与
存
焉
。
父
母
倶
存
、
兄
弟
無
故
、
一
楽
也
。
仰
不
愧

於
天
、
俯
不

於
人
、
二
楽
也
。
得
天
下
英
才
而
教
育
之
、
三
楽
也
。

孟
子
曰
く
、
君
子
に
三
つ
の
楽
し
み
あ
り
。
而
（
し
か
）
し
て
天
下
に
王
た
る
は
与
（
あ
づ
か
）

り
存
せ
ず
。
父
母
倶
（
と
も
）
に
存
し
、
兄
弟
（
け
い
て
い
）
故
（
こ
と
）
無
き
は
、
一
の
楽

和
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し
み
な
り
。
仰
（
あ
お
）
い
で
天
に
愧
（
は
）
じ
ず
、
俯
（
ふ
）
し
て
人
に

（
は
）
じ
ざ
る

は
、
二
の
楽
し
み
な
り
。
天
下
の
英
才
を
得
て
之
（
こ
れ
）
を
教
育
す
る
は
、
三
の
楽
し
み
な

り
。

ち
な
み
に
、
続
け
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
を
引
き
合
い
に
出
す
と
、
こ
の
「
教

育
」
と
い
う
語
は
江
戸
時
代
の
中
期
に
至
っ
て
も
、
例
え
ば
儒
学
者
、
江え
村むら
北ほっ
海かい
の
漢
学
入

門
書
（『
授
業
編
』）
の
中
に
、
ほ
ぼ
百
年
後
（
一
七
八
三
年
）
の
用
例

「
弟
子
（
て
い

し
）
を
教
育
（
キ
ャ
ウ
イ
ク
）
ま
し
ま
し
て
前
聖
の
道
を
後
毘
（
こ
う
び
）
へ
伝
へ
た
ま
ふ
」（
巻

之
四
）
を
見
出
し
う
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
使
わ
れ
続
け
た

語
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
間
違
い
が
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
「
教
育
」

が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
語
釈
の
通
り
に
、
広
く
「
知
識
を
与
え
、
個
人
の
能
力
を
伸
ば

す
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
た
点
は
、
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
「
一

定
期
間
、
計
画
的
、
組
織
的
に
行
な
う
学
校
教
育
を
さ
す
」
語
に
姿
を
変
え
る
に
は
、
こ
れ

か
ら
再
度
、
百
年
後
の
用
例
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
言
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
教﹅
育﹅
と
学﹅
校﹅
教﹅
育﹅
が
共
通
の
、
ほ
ぼ
同
一
の
語
義
を

手
に
入
れ
る
時
期
と
し
て
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
例
え
ば

二
葉
ふ
た
ば

亭てい
四し
迷めい
の
『
浮
雲
』（
一
八
八
七
年
）
の
用
例

「
私
（
わ
た
く
し
）
の
朋
友
な
ん
ぞ

は
、
教
育
の
有
る
と
言
ふ
程
有
り
や
ア
し
ま
せ
ん
が
ネ
」（
第
一
編
第
三
回
）
が
最
初
期
の
例

で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
好
都
合
な
こ
と
に
、
こ
の
後
に
は
「
そ
れ
で
も
マ
ア
普
通
の
教
育
は
享

（
う
）
け
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
、
そ
れ
で
ゐ
て
貴
君
（
あ
な
た
）
、
西
洋
主
義
の
解
る
も
の
は
、

廿
五
人
の
内
に
僅
（
た
つ
た
）
四
人
（
よ
つ
た
り
）
し
か
な
い
の
」
と
続
く
。
（
※
）
し
た
が
っ

て
、
こ
の
時
期
に
は
「
教
育
」
が
、
そ
れ
自
体
、
学
校
教
育
の
言
い
換
え
と
し
て
、
そ
こ
に

「
西
洋
主
義
」
の
語
ま
で
宛
が
わ
れ
、
男
女
を
問
わ
ず
、
文
字
通
り
の
「
普
通
の
教
育
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
状
況
ま
で
、
産
み
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
※
）
引
用
は
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の

箇
所
の
直
前
に
は
「
で
す
が
ネ
、
教
育
の
な
い
者
ば
か
り
を
責
め
る
譯
に
も
い
け
ま
せ
ん
ヨ
ネ

ー
」
と
あ
り
、
直
後
に
は
「
そ
の
四
人
も
ネ
、
塾
に
ゐ
る
う
ち
だ
け
で
、
外
（
ほ
か
）
へ
出
て

か
ら
は
ネ
、
口
程
に
も
な
く
両
親
に
壓
制
せ
ら
れ
て
、
み
ん
な
お
嫁
に
往
ツ
た
り
お
婿
を
取
ツ

た
り
し
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
の
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
の
少
し
ば
か
り
前
に
は
「
さ
う
し

た
ら
ネ
、
ア
ノ
な
ん
で
す
ツ
て
、
私
の
言
葉
に
は
漢
語
が
雑
（
ま
）
ざ
る
か
ら
全
然
（
ま
る
つ

き
り
）
何
を
言
ツ
た
の
だ
か
解
り
ま
せ
ん
て
…
…
真
個
（
ほ
ん
と
）
に
教
育
の
な
い
と
い
ふ
者

は
仕
様
の
な
い
も
ん
で
す
ネ
ー
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
際
の
「
教
育
」
と
い
う

語
が
当
時
の
、
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
女
」
（
お
勢
）
の
口
を
通
じ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
点
、
興
味
深
い
。

な
お
か
つ
、
こ
の
用
例
に
お
い
て
特
に
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育

が
あ﹅
る﹅
と
か
、
逆
に
、
教
育
が
な﹅
い﹅
と
か
称
し
て
、
こ
の
時
点

厳
密
に
言
え
ば
、
明
治

二
〇
年
頃
に
は
、
こ
の
「
教
育
」
と
い
う
語
が
即﹅
物﹅
的﹅
に
、
文
字
通
り
の
物
（
も
の
）
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的
に
、
学
校
教
育
を
「
受
け
た
結
果
、
身
に
つ
い

た
も
の
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
を
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
折
の
鼻
持
ち

の
な
ら
な
い
言
い
回
し
は
、
や
が
て
私
た
ち
が
「
教
養
」
と
い
う
語
を
振
り
か
ざ
し
、
ほ
ぼ

類
似
の
事
態
…
…
す
な
わ
ち
、
教
養
が
あ﹅
る﹅
と
か
、
教
養
が
な﹅
い﹅
と
か
、
そ
の
よ
う
な
事
態

を
指
し
示
す
、
前
段
階
で
あ
っ
た
と
も
見
な
し
う
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
「
教
養
」
の
用

例
と
し
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
今
度
は
大
正
時
代
に
入
っ
て
以
降

の
、
阿あ
部べ
次じ
郎ろう
の
『
三
太
郎
の
日
記
』
（
一
九
一
四
年
）
で
あ
る
。

□

「
教
養
人
」
と
は

教
育
と
い
う
人
間
の
行
為
に
、
主
体
的
で
能
動
的
に
携
わ
る
人
間
を
、
仮
に
教﹅
育﹅
者﹅
と
呼

ん
で
お
け
ば
、
こ
れ
ま
た
教
養
と
い
う
人
間
の
行﹅
為﹅
に
、
主
体
的
で
能
動
的
に
携
わ
る
人
間

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》
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は
、
何
と
称
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
人
間
を
私
た
ち
は
「
教

養
人
」
と
呼
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
間
を
私
た
ち
は
教
育
者
の
よ

う
に
、
決
し
て
教﹅
養﹅
者﹅
と
は
呼
ば
な
い
し
、
裏
を
返
せ
ば
、
反
対
に
私
た
ち
が
教
養
人
の
よ

う
な
形
で
、
教﹅
育﹅
人﹅
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
「
教
育
人
口
」
と
い
う
、
ま

っ
た
く
別
の
語
を
用
い
る
以
外
に
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
（
ネ
ー
ミ
ン
グ
）
の
違
い
の
中
に
も
、
私
た
ち
が
平
生
、
教
養
と
教

育
と
い
う
二
つ
の
語
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
ど
の
よ
う
な
理
解
の
仕

方
を
し
て
い
る
の
か
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
教﹅
育﹅
者﹅
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
一
方
で
教﹅
育﹅
家﹅
と
い
う
、
い
さ

さ
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
語
を
使
う
こ
と
も
、
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
相
当
、

現
在
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
古
風
な
、
格
式
ば
っ
た
、
大
仰
な
物
言
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
、
か
つ
て
私
た
ち
の
国
に
は
「
六
大
教
育
家
」

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
、
国
家
（
す
な
わ
ち
、
大
日
本
帝
国
の
帝
国
教
育
会
）
か
ら
顕
彰
さ
れ

た
、
文
字
通
り
に
六
人
の
、
偉
大
な
教
育
家
が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
顔
ぶ
れ
は
、
大おお
木き
喬たか

任とう
、
森もり
有あり
礼のり
、
近こん
藤どう
真ま
琴こと
、
中
村
正
直
、
新にい
島じま
襄じょう、
福ふく
澤ざわ
諭ゆ
吉きち
、
の
面
々
で
あ
っ
た
。
（
※
）

そ
し
て
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
教
育
家
と
い
う
呼
称
に
対
し
て
も
、
し
っ

く
り
来
な
い
の
が
教
養
の
特
質
で
あ
り
、
私
た
ち
は
当
然
、
教﹅
養﹅
家﹅
と
い
う
呼
称
の
前
に
も

愕
然
と
し
、
ひ
ど
く
困
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

（
※
）
こ
の
よ
う
な
「
大
教
育
家
」
と
い
う
表
現
が
、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
通
用
し
て
い
た
例
証

と
し
て
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
年
）
以
降
に
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
、
そ
の
名
の
通

り
の
「
大
教
育
家
文
庫
」
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
第
一
巻
は
和
辻
哲
郎

の
『
孔
子
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
、
孔
子
と
釈
迦
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
エ
ス
（＝

キ

リ
ス
ト
）
が
並
べ
ら
れ
、
こ
の
四
人
が
「
世
界
の
四
聖
」
や
「
人
類
の
教
師
」
と
呼
ば
れ
る
所

か
ら
、
こ
の
本
は
始
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
（
全
二
十
四
巻
）
に
、
結
果
的
に

日
本
人
で
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
、
第
四
巻
の
熊
澤
蕃
山
と
貝
原
益
軒
、
第
五
巻
の
二
宮
尊
徳

と
石
田
梅
岩
、
第
六
巻
の
山
鹿
素
行
と
本
居
宣
長
、
第
七
巻
の
新
井
白
石
と
福
澤
諭
吉
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
は
全
員
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
で
は
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
者
が
教
育
者
と
称
さ
れ
、
教
育
人
と
は
称
さ
れ
な
い

理
由
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
教
養
人
が
教
養
人
と
呼
ば
れ
、
教
養
者
と
は
呼

ば
れ
な
い
根
拠
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

と
問
え
ば
、
こ
こ
に
も
端
的
に
、
教
養
と
教
育

の
二
つ
の
語
の
、
差
異
は
際
立
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
例
え
ば
日
本

人
や
外
国
人
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
古
代
人
や
現
代
人
の
よ
う
に
、
ど
う
や
ら
○
○
人
と
は

日
本
語
の
文
脈
に
お
い
て
、
空
間
的
に
せ
よ
、
時
間
的
に
せ
よ
、
あ
る
種
の
帰﹅
属﹅
や
所﹅
属﹅
を

表
明
す
る
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
お
い
て
、
仮
に
教
養
人
が
教
養
へ

の
帰
属
や
所
属
を
指
し
示
す
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
逆
に
教
育
者
と
は
、
教
育
へ
の
帰
属

や
所
属
を
指
し
示
さ
な
い
語
で
あ
る
、
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
教
養
と
教
育
の
相
性
は
、
い
よ
い
よ
悪
い
…
…
。

と
は
言
っ
て
も
、
は
た
し
て
教
養
人
が
教
育
者
と
は
違
い
、
何
ら
か
の
教
養
に
帰
属
し
、

所
属
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
教﹅
養﹅
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
単
純
に
、
一
方
で
日
本
古
来
の
、
伝
統
的
な
教
養
観
に
接
ぎ
木
を
し
た
り
、
長

い
間
、
そ
の
養
分
の
供
給
源
で
あ
っ
た
、
中
国
経
由
の
、
ア
ジ
ア
的
な
教
養
観
に
復
帰
を
し

た
り
す
る
こ
と
が
叶
う
の
で
あ
れ
ば
、
話
は
簡
単
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
一
方
で
近
代
的

な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
教
養
観
（
要
す
る
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
）
を
持
ち
出
し
て
、
こ

れ
を
躊
躇
な
く
、
祭
壇
の
中
央
に
飾
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
引
き

換
え
に
、
私
た
ち
は
性
懲
り
も
無
く
、
相
も
変
わ
ら
ぬ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
店
の
教
養
人
の

西
欧
的
教
養
」（
※
）
を
誇
り
、
競
い
合
い
、
ま
さ
し
く
虚﹅
栄﹅
の﹅
市﹅
（V

a
n
ity
 
F
a
ir

）
の
住

人
で
あ
り
続
け
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
。

（
※
）
唐
木
順
三
の
『
近
代
日
本
の
思
想
文
化
』（『
詩
と
哲
学
の
間
』
所
載
、
一
九
五
七
年
、
創
文

社
）
の
用
語
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
用
語
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
店

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
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の
教
養
人
の
西
欧
的
教
養
に
感
心
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ら
う
」
と
い
う
一
文
の
中
に
あ
り
、

そ
の
際
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
人
」
と
し
て
、
直
接
に
は
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
、
彼

の
日
本
滞
在
の
総
括
論
文
（
一
九
四
一
年
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
）
が
、
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
『
新
版
・
現
代
史
へ
の
試
み
』
（
一
九
六
三
年
、
筑

摩
書
房
）
と
『
詩
と
死
』
（
一
九
六
九
年
、
筑
摩
書
房
）
を
参
照
し
た
。

□

「
教
養
人
」
の
出
現

至
極
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
が
普
段
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
し
て
使
っ
て

い
る
言
葉
（
す
な
わ
ち
、
言﹅
の﹅
端﹅
）
は
、
最
初
か
ら
無
条
件
に
、
無
制
約
な
形
で
…
…
言
っ

て
み
れ
ば
、
時
間
を
超
越
し
、
完
備
さ
れ
た
状
態
で
私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
し
、
私
た
ち
の

使
用
に
供
さ
れ
る
べ
く
、
そ
の
言
葉
を
私
た
ち
は
、
自
由
に
、
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
叶
う

訳
で
は
、
さ
ら
さ
ら
無
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
つ
の
時
代
に
も
私
た
ち
は
、
そ
の
時
代
、

そ
の
時
代
の
限
ら
れ
た
、
条
件
と
制
約
の
中
で
言
葉
と
出
会
い
、
言
葉
を
用
い
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
り
、
そ
の
条
件
と
制
約
こ
そ
が
実
は
、
私
た
ち
が
事
柄
や
物
事
や
、
そ
の
理
（
こ

と
わ
り＝

事
割
）
と
呼
ん
で
い
る
、
事
（
こ
と＝

言
）
の
世
界
に
生
き
る
た
め
の
、
必
須
の

前
提
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
の
付
き
合
い
は
、
当
然
、
こ
の
稿

に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
教
養
や
教
育
に
も
当
て
嵌
ま
る
。

例
え
ば
、
こ
こ
で
試
し
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
引
い
て
、
教
育
者
と
教
育
家
と
、
そ

れ
か
ら
教
養
人
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
来
歴
を
調
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

と
言
っ
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
教﹅
育﹅
家﹅
が
、
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
年
）
に
は
「
六
大
教
育
家
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
、
国
家
の
権
威
装
置
や
権
力

用
語
の
一
つ
に
ま
で
、
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
語
も
、
さ
ら
に
は
教﹅
育﹅
者﹅
と

い
う
語
も
、
ど
う
や
ら
前
々
世
紀
（
一
九
世
紀
）
の
末
年
か
ら
、
前
世
紀
（
二
〇
世
紀
）
の

初
年
に
登
場
し
、
普
及
し
た
語
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
古
の
用
例
と
し
て
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
教
育
家
が
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
に
石いし
橋ばし
思し
案あん
の

翻
訳
し
た
、
少
年
文
学
（
『
寧
馨
児
』
）
で
あ
り
、
そ
の
一
方
、
教
育
者
は
翌
年
（
明
治
二

八
年
）
の
、
上うえ
田だ
萬かず
年とし
の
『
国
語
の
た
め
』
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
教
育
家
も
教
育
者
も
、
い
ず
れ
も
今
か
ら
百
二
十
年
ば
か
り
前
に
、
私

た
ち
の
前
に
姿
を
現
し
た
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
国
に
教
育
家
や

教
育
者
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
同
程
度
の
時
間
が
経
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
「
教
養
人
」
の
用
例
と
し
て
挙

げ
て
い
る
の
は
、
亀かめ
井い
勝かつ
一いち
郎ろう
の
『
わ
が
思
想
の
歩
み
』
と
、
唐から
木き
順じゅん
三ぞう
の
『
近
代
日
本
の

思
想
文
化
』
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
思﹅
想﹅
と
い
う
語
と
絡
ま
り
合
い
な
が
ら
、
前
者
が
昭
和
二

七
年
（
一
九
五
二
年
）
の
、
後
者
が
翌
年
（
昭
和
二
八
年
）
の
用
例
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と

は
、
結
果
的
に
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
「
教
養
人
」
が
、
し
か
も
、
そ
れ
が
「
日
本
の
教
養

人
」
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
人
」
と
い
う
限
定
を
伴
い
、
は
な
は
だ
自
虐
的
な
、
あ
る
い

は
自
嘲
的
な
、
登
場
の
仕
方
を
す
る
の
は
戦﹅
後﹅
の
こ
と
に
な
る
。
（
※
）

（
※
）
再
度
、
唐
木
順
三
の
『
近
代
日
本
の
思
想
文
化
』
を
引
き
合
い
に
出
す
と
、
こ
こ
で
は
明
治
時

代
の
思﹅
想﹅
家﹅
、
大
正
時
代
の
教﹅
養﹅
人﹅
、
そ
し
て
昭
和
（
「
今
日
の
日
本
」
）
の
知﹅
識﹅
人﹅
、
と
い

う
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
番
目
の
「
昭
和
に
入
つ
て
か
ら
の
知
識
人
の
苦

し
み
は
、
大
正
期
の
教
養
人
の
い
ふ
教
養
の
過
多
か
ら
く
る
苦
し
み
で
あ
つ
た
。
教
養
は
こ
こ

で
は
自
嘲
に
変
つ
て
来
た
」
と
あ
り
、
そ
の
典
型
に
は
、
芥
川
龍
之
介
（
『

儒
の
言
葉
』
）

と
中
島
敦
（
『
か
め
れ
お
ん
日
記
』
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
点
が
、
ほ
ぼ
六
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
教
養
人
は
年
齢
的
に
、

現
在
の
還﹅
暦﹅
に
当
た
り
、
反
対
に
、
そ
の
倍
近
く
を
生
き
て
い
る
の
が
、
教
育
家
や
教
育
者

で
も
あ
る
が
、
現
在
、
私
た
ち
が
教
養
と
い
う
語
に
対
し
て
、
ど
こ
か
不
審
の
目
を
向
け
が

ち
な
の
も
、
こ
の
よ
う
な
教﹅
養﹅
人﹅
へ
の
不
信
が
背
景
に
あ
る
、
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
典
型
例
は
大
学
教
育
に
お
け
る
教
養
教
育
の
理
解
の
仕
方
、
と
言
う

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》
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よ
り
も
、
誤
解
の
仕
方
で
あ
り
、
現
在
、
多
く
の
大
学
に
お
い
て
教
養
教
育
と
言
え
ば
、
ほ

と
ん
ど
一
般
教
育
や
基
礎
教
育
や
、
あ
る
い
は
導
入
教
育
と
の
間
に
、
異
同
の
無
い
の
が
実

情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
教﹅
養﹅
や
教﹅
養﹅
科﹅
目﹅
と
い
う
語
で
、
す
で
に
一
九
七
〇

年
代
に
は
死
滅
を
し
た
は
ず
の
、
一
般
教
育
の
略
称
で
も
あ
り
、
蔑
称
で
も
あ
る
「
パ
ン
キ

ョ
ウ
」
と
い
う
語
が
、
堂
々
と
罷
り
通
っ
て
い
る
。
（
※
）

（
※
）
教
養
教
育
と
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
語
の
代
表
に
は
、
こ
の
一﹅
般﹅
教﹅
育﹅
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

専﹅
門﹅
教﹅
育﹅
と
対
を
な
し
、
後
者
（
専
門
教
育
）
の
た
め
の
基﹅
礎﹅
教﹅
育﹅
や
導﹅
入﹅
教﹅
育﹅
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
教
育
の
原
語
が
、
英
語
のg

en
era

l
 

ed
u
ca
tio
n

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
専
門
教
育
はsp

ecia
l

（sp
ecia

lized

）ed
u
ca
tio
n

や

p
ro
fessio

n
a
l ed

u
ca
tio
n

が
宛
が
わ
れ
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅
は
、

例
え
ば
英
語
で
、
何
と
表
記
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
と
言
う
と
、
話
は
俄
然
、
厄
介
に

な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
多
分
、
今
日
の
教
養
教
育
改
革
の
争
点
で
も
あ
り
、
物
議
の

種
の
最
た
る
も
の
で
も
あ
る
。
現
時
点
で
、
そ
の
回
答
は
大
き
く
、lib

era
l ed

u
ca
tio
n

と

lib
era

l a
rts ed

u
ca
tio
n

と
、
さ
ら
にg

en
era

l ed
u
ca
tio
n

に
分
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
選

択
肢
の
内
に
、
現
在
の
教
養
教
育
改
革
の
糸
口
（
ひ
い
て
は
、
出
口
）
が
見
出
し
う
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
至
っ
て
楽
観
的
な
、
呑
気
な
解
決
策
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

□

セ
ル
フ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

教﹅
育﹅
者﹅
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
、
教
員
（
す
な
わ
ち
、
教
育
職
員
）
を
意
味
し
て
い
る
訳

で
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
教
員
と
、
単
純
に
は
相
容
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
起
こ
り
う
る

が
、
そ
れ
は
至
極
、
当
然
の
事
態
で
あ
っ
た
は
ず
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
教﹅
員﹅
と
い
う
語

は
私
た
ち
の
国
で
、
明
治
の
初
年
に
新
た
に
造
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
和﹅
製﹅
漢﹅
語﹅
で
あ
り
、
法

律
用
語
で
あ
っ
た
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
語
釈
に
も
、
も

っ
ぱ
ら
「
学
校
で
教
育
職
務
に
従
事
す
る
人
」
が
「
教
員
」
で
あ
り
、
そ
の
用
例
に
は
、
明

治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
の
太
政
官
布
告
（
第
二
一
四
号
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う

こ
と
は
、
こ
の
時
点
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
一
四
〇
年
に
亘
っ
て
、
私
た
ち
の
国
に
は

教﹅
員﹅
が
存
在
し
、
彼
ら
、
彼
女
ら
は
「
学
校
」
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
校
種
や
職
種
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
教
育
職
務
に
従
事
」
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
「
教
員
」
の
用
例
と
し
て
、
続
け
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が

挙
げ
て
い
る
の
は
、
坪つぼ
内うち
逍しょう
遥よう
の
『
諷
誡
京
わ
ら
ん
べ
』
（
一
八
八
六
年
）
と
、
夏なつ
目め
漱そう
石せき

の
『
坊
つ
ち
や
ん
』
（
一
九
〇
六
年
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
用
例
を
繋
ぎ
合
わ
せ

て
み
る
と
、
こ
の
頃
に
は
「
教
員
」
が
、
す
で
に
和
製
漢
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
味
気

な
い
法
律
用
語
で
は
、
な
く
な
っ
て
い
た
事
態
も
窺
わ
れ
う
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
「
教

員
」
の
日
常
的
な
、
ご
く
通
俗
的
な
使
用
法
と
並
ん
で
、
ど
う
や
ら
教﹅
育﹅
者﹅
と
い
う
語
も
時

を
同
じ
く
し
て
登
場
す
る
に
至
っ
た
ら
し
く
、
こ
ち
ら
の
用
例
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が

挙
げ
て
い
る
の
は
、
前
掲
の
通
り
、
上
田
萬
年
の
『
国
語
の
た
め
』
（
一
八
九
五
年
）
と
、

福
澤
諭
吉
の
『
福
澤
先
生
浮
世
談
』
（
一
八
九
八
年
）
と
、
そ
れ
か
ら
、
ふ
た
た
び
夏
目
漱

石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
一
九
〇
五
年
）
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
の
名
前
を
並
べ
る
と
、
も
は
や
彼
ら
が
全
員
、
揃
っ
て
大

学
の
教﹅
員﹅
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
官
立
（＝

国
立
）
と
私
立
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の

生
涯
を
大
学
の
教
員
と
し
て
送
り
、
全
う
し
た
点
は
、
唯
一
の
例
外
（
す
な
わ
ち
、
夏
目
漱

石
）
を
除
い
て
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
逆
に
興
味
深
い
の
は
、
こ

の
唯
一
の
例
外
を
含
め
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
唯
一
の
例
外
を
典
型
と
し
て
、
彼
ら
が

教
員
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
教﹅
師﹅
と
し
て
の
性
格
や
、
そ
の
雰
囲
気
の
、
濃
厚
な
人
物
群

で
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
こ
の
点
は
例
え
ば
、
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
（
一
九
〇
八
年
）
や

『
こ
ヽ
ろ
』（
一
九
一
四
年
）
の
中
に
描
か
れ
た
教
師
像
…
…
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
先

生
」
像
を
通
じ
て
、
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
国
に
、
は
じ
め
て
教﹅
養﹅

と
い
う
語
が
姿
を
見
せ
る
に
至
っ
た
経
緯
と
も
重
な
り
合
っ
て
く
る
。

要
す
る
に
、
教
養
と
は
元
来
、
こ
の
よ
う
に
し
て
大﹅
学﹅
と
い
う
場
を
前
提
に
し
て
、
母
胎

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
64
集
（
二
〇
一
四
）
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に
し
て
、
そ
の
場
に
お
い
て
生
ま
れ
、
育
ま
れ
る
何
か

端
的
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の
人﹅

間﹅
関﹅
係﹅
（h

u
m
a
n
 
rela

tio
n

）
の
総
称
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
、
平
等
で
対
等
な

大
人
（a

d
u
lt ＝

成
人
）
の
関
係
が
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
大﹅
人﹅
の
特
徴
を
、
ま
さ
し
く
大
人
び
た
、
大
人
し
い
、
為
人
（
ひ
と
と
な
り
）
に
お
い
て
表

現
し
て
い
る
の
が
、
お
そ
ら
く
セ﹅
ル﹅
フ﹅
・
エ﹅
デ﹅
ュ﹅
ケ﹅
ー﹅
シ﹅
ョ﹅
ン﹅
と
い
う
語
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
自﹅
己﹅
教﹅
育﹅
を
欠
き
、
忘
れ
、
等
閑
に
し
て
、
ひ

た
す
ら
他﹅
者﹅
教﹅
育﹅
に
奔
走
し
、
現
（
う
つ
つ
）
を
抜
か
し
て
い
る
限
り
は
、
断
じ
て
大
学
は
大

学
で
は
な
く
、
そ
れ
は
単
に
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
大
人
気
の
無
い
、
子
供
同
然
の
大
人
が

闊
歩
す
る
だ
け
の
場
に
、
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
セ
ル
フ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（self

ed
u
ca
tio
n

）
と
い
う
語
が
、
そ
も
そ
も
何
時
、
誰
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
使
い
始
め
ら
れ
た
語
で
あ
る
の
か
は
、
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。
理

由
は
簡
単
で
、
も
と
も
と
教﹅
育﹅
と
は
自﹅
己﹅
教﹅
育﹅
以
外
の
、
何
物
で
も
な
か
っ
た
か
ら
。
…
…
と

は
言
っ
て
も
、
こ
の
語
が
昨
今
、
多
様
な
文
脈
に
お
い
て
再
評
価
を
さ
れ
、
注
目
を
集
め
る
に

至
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
幾
人
か
の
人
名
や
書
名
を
、
列
記
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
大
学
論
や
学
問
論
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
て
、
参
考
と
な
る
文
献
を
十
冊
、
出
版
年
順

に
挙
げ
て
お
く
。

○

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
『
何
の
た
め
の
教
師
』（
一
九
七
二
年
、
み
す
ず
書
房
）

○

イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
『
脱
学
校
の
社
会
』（
一
九
七
七
年
、
東
京
創
元
社
）

○

ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
『
日
常
的
実
践
の
ポ
イ
エ
テ
ィ
ー
ク
』（
一
九
八
七
年
、
国
文

社
）

○

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ル
ブ
ー
ル
『
人
間
的
飛
躍
』（
一
九
九
六
年
、
勁
草
書
房
）

○

山
本
哲
士
『
学
校
の
幻
想
・
教
育
の
幻
想
』（
一
九
九
六
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

○

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
『
大
学
の
使
命
』（
一
九
九
六
年
、
玉
川
大
学
出
版
部
）

○

川
俣
正
＋
ニ
コ
ラ
ス
・
ぺ
ー
リ
ー
＋
熊
倉
敬
聡
（
編
）
『
セ
ル
フ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
時

代
』（
二
〇
〇
一
年
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）

○

熊
倉
敬
聡
『
美
学
特
殊
Ｃ
』（
二
〇
〇
三
年
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）

○

吉
村
文
男
『
学
び
住
む
も
の
と
し
て
の
人
間
』（
二
〇
〇
六
年
、
春
風
社
）

○

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
『
改
訂
版
・
精
神
と
自
然
』（
二
〇
〇
六
年
、
新
思
索
社
）

□

教
会
と
教
育
の
権
威

私
た
ち
は
一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
学﹅
校﹅
に
お
い
て
教﹅
育﹅
に
、
能
動
的
に
携
わ
る
側
を
、
教
員

や
教
師
や
、
教
諭
や
教
官
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
内
心
、
侮
蔑
の
思
い
も
込
め
な
が
ら
、
教

授
と
呼
び
、
逆
に
、
こ
れ
に
対
し
て
受
動
的
に
携
わ
る
（
と
言
う
よ
り
も
、
携
わ
ら
ざ
る
を

え
な
い
）
側
を
、
児
童
や
生
徒
や
学
生
と
称
し
、
こ
の
双
方
を
互
い
に
不
可
侵
の
、
有
り
体

に
言
え
ば
、
不
公
平
で
不
平
等
な
立
場
と
し
て
、
容
認
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
役
割
に
則
り
、
教
育
と
い
う
語
と
同
様
、
教
（
音
読：

キ
ョ
ウ
、
訓
読：

お
し
え
る
）
の
字
を
宛
が
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
教
え
る
側
の
、
教
員
や
教
師
で
あ
り
、

彼
ら
、
彼
女
ら
は
教
室
に
入
り
、
教
壇
に
上
り
、
教
科
書
を
手
に
、
教
案
に
従
い
、
教
鞭
を

執
り
…
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
も
っ
ぱ
ら
教
え
る
側
に
限
ら
れ
た
、
教
え
る
側
に
の
み
許
さ

れ
た
資
格
、
す
な
わ
ち
、
教
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
教﹅
権﹅
と
い
う
日
本
語
は
、
そ
の
響
き
か
ら
し
て
、
例
え
ば
強﹅
権﹅
や
狂﹅
犬﹅

に
通
じ
か
ね
な
い
面
が
あ
り
、
取
っ
付
き
難
い
語
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
日
本
語
の

中
に
仲
間
入
り
を
し
た
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
教
権
と
は
「
教
会
の
権
威
」
を
意
味
す
る
の
が

最
初
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
用
例
に
は
福
澤

諭
吉
の
『
文
明
論
之
概
略
』
（
一
八
七
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
当
初
は
俗﹅
権﹅
の
対
語

（＝
聖
権
）
と
し
て
用
い
ら
れ
、
例
え
ば
英
語
のecclesia

stica
l a
u
th
o
rity

の
翻
訳

語
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
教
会
の
権
威
」
を
意
味
し
た

は
ず
の
教﹅
権﹅
が
、
や
が
て
「
教
育
上
、
教
師
が
学
生
に
対
し
て
持
つ
権
力
」
（
同
上
）
に
も

宛
が
わ
れ
、
こ
の
語
がed

u
ca
tio
n
a
l a
u
th
o
rity

の
翻
訳
語
へ
と
姿
を
変
え
る
の
は
、
ど
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う
や
ら
明
治
二
〇
年
代
の
、
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
言
っ
た
の
は
、
ふ
た
た
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
後
者
の
用
例
と
し
て
、
明
治
一
八

年
（
一
八
八
五
年
）
の
『
教
育
・
心
理
・
論
理
術
語
詳
解
』
（
普
及
舎
）
を
挙
げ
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
教
会
の
権
威
」
と
「
教
育
の

権
威
」
の
類
似
性
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
共
通
性
や
同
一
性
は
、
近
代
以
降
の
私
た
ち

の
国
で
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
降
っ
て
湧
い
た
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
出
来
事
で
は

な
く
、
そ
れ
は
教﹅
会﹅
と
教﹅
育﹅
の
、
こ
の
双
方
の
漢
字
表
記
に
用
い
ら
れ
て
い
る
教﹅
の
字
の
中

に
、
あ
ら
か
じ
め
古
く
か
ら
、
す
で
に
確
定
的
な
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
既
成
の
事
実

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
が
順
序
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
実
に
対
す
る
注
意
を
怠
り
、
意
識

の
散
漫
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
む
し
ろ
現
在
の
、
私
た
ち
の
教
育
事
情
で

あ
り
、
何
よ
り
も
、
教
育
現
場
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

参
考
ま
で
に
、
こ
こ
で
白
川
静
の
『
字
統
』（
一
九
八
四
年
、
平
凡
社
）
を
引
く
と
、
こ
の

教﹅
と
い
う
字
は
元
来
、
そ
の
左
側
（
偏＝

＋
子
）
が
「
屋
上
に
千
木
（
ち
ぎ
）
の
あ
る
建
物

の
象
形
」
で
あ
り
、
も
と
も
と
中
国
で
「
古
代
の
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
と
し
て
、
神
聖
な
形
式
を

も
つ
建
物
」
に
「
一
定
年
齢
の
子
弟
を
集
め
て
、
秘
密
結
社
的
な
生
活
と
教
育
と
を
行
な
っ

た
」
こ
と
に
由
来
す
る
字
で
あ
っ
た
由
（
よ
し
）
。
そ
し
て
、
そ
の
「
指
導
者
は
氏
族
の
長
老

た
ち
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
氏
族
の
伝
統
や
生
活
の
規
範
を
教
え
る
」
べ
く
、
自
分
た
ち
の

教﹅
権﹅
を
誇
示
す
る
道
具
と
し
て
、
こ
の
漢
字
の
右
側
（
旁＝

↑

）
の
「
教
権
の
鞭
」
を

手
に
持
っ
て
い
た
次
第
。

と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
る
と
、
今
で
も
私
た
ち
が
心

中
、
密
か
に
教
育
を
嫌
い
、
お
そ
れ
る
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
教
の
字
の
禍
々
（
ま
が
ま
が
）

し
さ
か
ら
、
察
し
が
付
こ
う
、
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
い
わ
ゆ
る
漢﹅
字﹅
に
お
い
て
、
教
と
い
う
字
と
学
（
旧
字：

學
）
と
い
う
字
は
重
な
り
合
い
、
い

ず
れ
も
「
神
社
形
式
に
近
い
建
物
」
を
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
、
そ
こ
に
「
貴
族
の
子
弟
た

ち
」
を
集
め
、
文
字
通
り
の
教﹅
学﹅
を
行
な
っ
た
の
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
（
白
川
静
『
字
通
』

一
九
九
六
年
、
平
凡
社
）
。
た
だ
し
、
そ
の
教
学
と
い
う
語
が
一
方
で
、
例
え
ば
『
禮
記
』（
學

記
）
の
中
の
「
教
学
相
長
」
（
訓
読：

教
学
相
長
ず
）
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
文
字
通
り
に
「
教
」
と
「
学
」
の
双﹅
方﹅
向﹅
的﹅
な
性
格
と
機
能
を
有
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
基
本
は
「
教
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
学
」
に
あ
っ
た
点
は
見
逃
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
そ
れ
は
現
在
の
教
学
に
お
い
て
も
、
疎
か
に
さ
れ
て
然
る
べ
き
事
柄
で
は
な
か
ろ
う
。

以
下
、
参
考
ま
で
に
原
文
と
読
み
下
し
文
を
掲
げ
て
お
く
。

雖
有
嘉
肴
、
弗
食
不
知
其
旨
也
。
雖
有
至
道
、
弗
学
不
知
其
善
也
。
是
故
、
学
然
後
知
不
足
、

教
然
後
知
困
。
知
不
足
然
後
能
自
反
也
。
知
困
然
後
能
自
強
也
。
故
曰
、
教
学
相
長
也
。

嘉
肴
有
り
と
雖
（
い
へ
ど
）
も
、
食
（
く
ら
）
は
ざ
れ
ば
其
の
旨
（
う
ま
）
き
を
知
ら
ざ
る
な

り
。
至
道
有
り
と
雖
も
、
学
ば
ざ
れ
ば
其
の
善
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
是
の
故
に
、
学
び
て
然

る
後
に
足
ら
ざ
る
を
知
り
、
教
へ
て
然
る
後
に
困
（
く
る
）
し
む
を
知
る
。
足
ら
ざ
る
を
知
り

て
然
る
後
に
能
（
よ
）
く
自
ら
反
（
か
へ
り
み
）
る
な
り
。
困
し
む
を
知
り
て
然
る
後
に
能
く

自
ら
強
む
る
な
り
。
故
に
曰
く
、
教
学
相
長
ず
る
な
り
、
と
。

□

人
間
、
こ
の
「
教
鞭
」
を
執
る
者

教﹅
育﹅
と
教﹅
権﹅
の
、
絡
ま
り
合
い
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
根
は
深
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

根
を
深
く
、
私
た
ち
が
掘
り
下
げ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
人
間
性
（h

u
m
a
n
ity

）
の
隠
さ
れ

た
、
恥
部
や
秘
部
す
ら
も
が
露
わ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
気
配
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
深
層
（d

ep
th

）
と
結
び
付
き
な
が
ら
、
こ
の
繋
が
り
を
象
徴
的
（
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
）
に

表
現
し
て
き
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
教
権
の
鞭
」

す
な
わ
ち
、
教﹅
鞭﹅
と
い
う
語
で
あ
っ

て
、
こ
の
語
は
今
で
も
私
た
ち
が
、
教
育
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
際
に
は
、
常

に
顔
を
覗
か
せ
る
語
で
あ
っ
た
は
ず
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
の
語
は
元
来
、
漢
字
の
成
り

立
ち
に
即
し
て
言
え
ば
、
老
人
が
右
手
に
鞭
（
訓
読：

む
ち
）
を
持
ち
、
若
者
を
し﹅
ば﹅
き﹅
あ﹅

げ﹅
て﹅
い
る
、
そ
の
よ
う
な
形
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
象
（
か
た
ど＝

形
取
）
る
字
、
要
す
る
に
、

漢
字
の
教﹅
の
、
強
意
表
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
教﹅
鞭﹅
と
い
う
語
を
、
い
っ
た
い
何
時
の
頃
か
ら
、
私
た
ち
は
使

い
始
め
て
、
今
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
こ
の
語
の
由
来

か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
語
が
古
代
の
中
国
か
ら
私
た
ち
の
国
へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
以
降
、

連
綿
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
語
を
試
し
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
引
く
と
、
そ
こ
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
中なか
勘かん
助すけ
の
『
銀
の
匙
』
や
、
上かみ
司つかさ
小しょう
剣けん
の
『
太
政
官
』
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
は
共
に
、
大
正
の
初
年
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
数
年
、
意
外
に
も
「
教
鞭

を
執
る
」
と
い
う
用
例

例
え
ば
、
国くに
木き
田だ
独どっ
歩ぽ
の
『
日
の
出
』（
一
九
〇
三
年
）
や
、
夏

目
漱
石
の
『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
年
）
が
、
先
行
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
事
態
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ち
ら
も
明
治
の
末
年
が
起
源
で
あ
る
。

と
言
う
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
明
治
か
ら
大
正
へ
と
、
私
た
ち
の
国
の
年
号
が
切
り
替
わ
る

時
分
ま
で
、
こ
の
教﹅
鞭﹅
と
い
う
語
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
の
語
自
体
が
新
し
い
、
近
代
的
な
日
本
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
歴
史
は

高
々
、
百
年
の
歴
史
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
、
中
勘
助
の
『
銀
の

匙
』
が
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
始
め
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
百
年
前
の
、
大

正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
連
載
を
強
力
に
推
奨
し
、

差
配
し
た
の
が
、
夏
目
漱
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
教﹅
鞭﹅
と
い
う
語
自
体
が

日
本
の
近
代
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
文
脈
（co

n
tex

t ＝

一
つ
に
織
り
合
わ
さ

れ
た
も
の
）
と
、
そ
れ
を
産
み
出
し
た
、
あ
る
固
有
の
人
脈
を
、
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
語
で

あ
っ
た
こ
と
に
も
、
な
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
※
）

（
※
）
中
勘
助
の
『
銀
の
匙
』
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
教
鞭
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
後

篇
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
引
用
は
、
下
記
の
『
夏
目
先
生
と
私
』
を
含
め
て
、
角
川
書
店
版
の

『
中
勘
助
全
集
』
第
1
巻
（
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
。

中
澤
先
生
は
気
の
や
さ
し
い
人
だ
つ
た
け
れ
ど
随
分
な
癇
癪
（
か
ん
し
や
く
）
も
ち
で
、
ど
う

か
し
て
か
つ
と
す
れ
ば
教
鞭
で
も
つ
て
ぐ
ら
ぐ
ら
す
る
ほ
ど
ひ
と
の
頭
を
ぶ
つ
た
り
し
た
。
そ

れ
で
も
私
は
先
生
が
大
好
き
で
、
御
苦
労
に
も
家
の
庭
に
あ
る
棕
櫚
（
し
ゆ
ろ
）
の
枝
を
と
つ

て
は
痛
い
思
ひ
を
す
る
た
め
に
新
し
い
鞭
（
む
ち
）
を
先
生
に
与
へ
た
。
す
る
と
先
生
は
い
つ

も
に
や
に
や
笑
ひ
な
が
ら
（
改
行
）「
あ
り
が
た
う
。
頭
を
た
た
く
に
は
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
だ
」

と
い
つ
て
ひ
と
つ
た
た
く
ま
ね
を
し
て
み
た
り
す
る
。

そ
の
よ
う
な
人
脈
を
、
こ
こ
で
仮
に
「
漱
石
山
脈
」（
本
多
顕
彰
）
と
呼
ん
で
お
け
ば
、
そ

こ
に
は
例
え
ば
、
一
方
で
明
治
一
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
、
寺てら
田だ
寅とら
彦ひこ
、
森もり
田た
草そう
平へい
、
鈴すず
木き
三み
重え

吉きち
、
野の
上がみ
豊とよ
一いち
郎ろう
、
安あ
倍べ
能よし
成しげ
、
小こ
宮みや
豊とよ
隆たか
と
い
っ
た
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
顔
を
揃
え
て

お
り
、
も
う
一
方
に
は
明
治
二
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
、
和わ
辻つじ
哲てつ
郎ろう
、
内うち
田だ
百ひゃっけん
、
久く
米め
正まさ
雄お
、

松まつ
岡おか
譲ゆずる、
芥
川
龍
之
介

あくたがわりゅうのすけ
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
間
に
挟

ま
れ
る
形
で
、
ち
ょ
う
ど
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
が
、
中
勘
助
で
あ
る
。
（
※
）
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
面
々
の
媒
体
（
メ
デ
ィ
ア
）
の
役
を
果
た
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
「
漱

石
山
房
」
の
門
を
潜
っ
た
、
岩いわ
波なみ
茂しげ
雄お
で
あ
り
、
彼
が
創
業
者
と
な
り
、
そ
の
名
の
通
り
の

岩﹅
波﹅
書﹅
店﹅
が
誕
生
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
私
た
ち
の
国
に
「
教
養
」
の
二
文
字
が
姿
を
見
せ

る
の
と
同
時
期
の
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
の
出
来
事
で
あ
る
。

（
※
）
中
勘
助
の
『
夏
目
先
生
と
私
』
（
一
九
一
七
年
）
の
末
尾
に
は
、
漱
石
没
後
の
、
次
の
よ
う
な

追
懐
の
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。

「
私
は
自
分
の
性
格
か
ら
し
て
自
分
の
望
む
ほ
ど
先
生

と
親
し
む
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
寧
ろ
甚
だ
疎
遠
で
あ
つ
た
。
私
は
ま
た
先
生
の
周
囲
に
、

ま
た
作
物
の
周
囲
に
ま
ま
見
か
け
る
や
う
な
偶
像
崇
拝
者
に
な
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
唯

先
生
は
人
間
嫌
ひ
な
私
に
と
つ
て
最
も
好
き
な
部
類
に
属
す
る
人
間
の
一
人
だ
つ
た
。
そ
し
て

先
生
は
私
の
人
間
に
で
は
な
く
、
創
作
の
態
度
、
作
物
そ
の
も
の
に
対
し
て
最
も
同
情
あ
り
好

意
あ
る
人
の
一
人
で
あ
つ
た
」
。
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□

教
養
の
起
源
、
あ
る
い
は
、
修
練
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
教﹅
養﹅
と
い
う
日
本
語
が
、
ご
く
一
般
に
、
普
通
の
語
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
の
こ
と
で
は
な
く
、
大
正
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
こ
の
語
が
古
く
…
…
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
国
に
お
い
て
、
た
か

だ
か
百
三
十
年
ば
か
り
前
に
生
じ
た
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
語
が
古
く
、
修

練
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
と
言
っ

た
の
は
、
こ
の
「
修
練
」
と
い
う
語
も
、
ま
た
「
教
養
」
と
い
う
語
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も

私
た
ち
の
国
で
近
代
以
降
、
要
す
る
に
、
明
治
時
代
以
降
、
新
し
く
造
ら
れ
た
翻﹅
訳﹅
語﹅

（tra
n
sla
tio
n
a
l eq

u
iv
a
len
t

）
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
裏
面
に
は
当
初
、
確
実
に
英
語

のcu
ltu
re

が
、
原
語
（o

rig
in
a
l la

n
g
u
a
g
e

）
と
し
て
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
両

者
の
関
係
は
、
文
字
通
り
に
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
っ
た
か
ら
。

具
体
的
に
言
う
と
、
例
え
ば
私
た
ち
の
国
で
最
初
の
哲
学
辞
典
（
正
確
に
言
え
ば
、
哲
学

用
語
辞
典
）
で
あ
る
『
哲
學
字
彙
』
に
は
、
こ
の
「
修
練
」
と
い
う
語
がcu

ltu
re

の
翻
訳

語
と
し
て
、
唯
一
、
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
複
合
語
（co

m
p
o
u
n
d w

o
rd

）
に
は
、
さ
ら
に

哲﹅
學﹅
修﹅
練﹅
（p

h
ilo
so
p
h
ica
l cu

ltu
re

）
と
科﹅
學﹅
修﹅
練﹅
（scien

tific cu
ltu
re

）
の
二
つ
の

語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
※
）
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
『
哲
學
字
彙
』
が
当
時
の
東
京
大

学
の
三
学
部

す
な
わ
ち
、
法
学
部
と
理
学
部
と
文
学
部
の
三
学
部
よ
り
刊
行
さ
れ
る
に

至
っ
た
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
の
時
点
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
私
た
ち
の
国
に
は

cu
ltu
re

の
翻
訳
語
と
し
て
、
教
養
と
い
う
語
も
、
あ
る
い
は
、
現
在
の
私
た
ち
が
当
然
の

よ
う
に
、
こ
の
語
の
独
占
的
な
、
排
他
的
な
翻
訳
語
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
文
化
と
い
う
語

も
、
ま
っ
た
く
姿
を
見
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

（
※
）
こ
の
辞
典
（
第
一
版
）
は
、
日
本
語
で
は
『
哲
學
字
彙
』
と
題
さ
れ
、
英
語
で
は

D
ictio

n
a
ry

 
o
f P

h
ilo
so
p
h
y

と
題
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
英﹅
和﹅
辞﹅
典﹅
の
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
巻

末
に
は
「
淸
國
音
符
」
（C

h
in
ese S

y
m
p
h
o
n
io
u
s C

h
a
ra
cters

）
が
付
さ
れ
て
お
り
、
い
ま

だ
私
た
ち
の
教﹅
養﹅
の
ル
ー
ツ
（ro

o
ts

）
や
、
ひ
い
て
は
ツ
ー
ル
（to

o
l

）
も
、
も
っ
ぱ
ら
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
の
み
偏
っ
た
、
西
洋
一
辺
倒
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
そ
の

傾
向
は
、
こ
の
哲
学
辞
典
の
第
三
版
（
一
九
一
一
年
）
で
、
途
切
れ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
は

覆
刻
版
（
一
九
八
〇
年
、
名
著
普
及
會
）
に
依
拠
し
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
英
語
のcu

ltu
re

の
、
唯
一
の
翻
訳
語
で
あ
っ
た
「
修

練
」
と
い
う
語
は
、
ど
う
や
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
す
で
に
平
安
時
代
の
『
三

代
格
式
』
に
お
い
て
、
弘
仁
一
四
年
（
八
一
一
年
）
の
条
に
登
場
済
み
の
語
の
よ
う
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
『
哲
學
字
彙
』
と
の
間
に
は
、
一
〇
七
〇
年
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
こ
の
語
は
当
然
、
元
を
正
せ
ば
漢
語
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ

る
と
、
江
戸
時
代
の
前
期
、
山やま
崎ざき
闇あん
斎さい
の
『
敬
斎
箴
講
義
』
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で

あ
っ
て
、
遡
れ
ば
中
国
の
、
直
接
的
に
は
朱
子
の
『
敬
斎
箴
』
に
ま
で
、
間
接
的
に
は
『
宋

史
』
（
陳
搏
伝
）
に
ま
で
、
辿
り
着
く
こ
と
の
で
き
る
語
の
よ
う
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
こ

の
内
の
後
者
の
系
譜
を
辿
る
と
、
結
果
的
に
『
哲
學
字
彙
』
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
修
練
」

に
ま
で
、
辿
り
着
く
こ
と
の
で
き
る
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
所
為
（
せ
い
）
で
も
あ
ろ
う
か
、
こ
の
『
哲
學
字
彙
』
に
お
い
て
「
修
練
」
の
、
複
合

語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
語
、
す
な
わ
ち
、p

h
ilo
so
p
h
ica
l cu

ltu
re

の
翻
訳

語
で
あ
る
哲﹅
學﹅
修﹅
練﹅
も
、scien

tific cu
ltu
re

の
翻
訳
語
で
あ
る
科﹅
學﹅
修﹅
練﹅
も
、
現
在
の

私
た
ち
に
は
古
臭
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
意
味
不
明
の
語
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の

は
。
（
※
）
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
修
練
」
と
い
う
語
に
付
き
纏
う
、
何
か
を
「
修
養
、

鍛
錬
す
る
こ
と
」
や
、
と
り
わ
け
「
人
格
、
技
術
、
学
問
な
ど
を
磨
き
、
き
た
え
る
こ
と
」

（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
が
、
す
で
に
私
た
ち
に
は
縁
遠
い
、
無
用
の
長
物
と
化
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
単
純
に
、
私
た
ち
が
学﹅
問﹅
や
技﹅
術﹅
や
、
自
分
自
身
の
人﹅
格﹅
を

も
、
こ
と
ご
と
く
促
成
栽
培
の
、
即
席
料
理
の
ご
と
き
も
の
と
見
な
し
、
こ
れ
を
消
費
す
る

だ
け
の
側
に
回
っ
て
い
る
こ
と
が
、
露
呈
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
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（
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（
※
）
実
際
、
こ
の
哲﹅
學﹅
修﹅
練﹅
と
科﹅
學﹅
修﹅
練﹅
と
い
う
二
つ
の
語
が
、
当
時
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
具
体

的
に
含
み
持
つ
語
で
あ
っ
た
の
か
は
、
定
か
で
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
時
点
か
ら
三
十
年
後
に

は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
のP

h
ilo
so
p
h
ish
e K

u
ltu
r

（
一
九
一
一
年
）
や
、
さ
ら
に
、
そ

の
後
に
は
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
のD

ie Id
ee ein

er p
h
ilo
so
p
h
ish
en
 
K
u
ltu
r

（
一
九
二
三
年
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
姿
を
見
せ
て
は
い
る
が
、
そ
の
段
階
の
『
哲
學
字
彙
』
（
第

三
版
）
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

に
対
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
文
明
」
と
「
開
化
」
と

「
文
化
」
と
い
う
語
を
、
宛
が
い
済
み
で
あ
る
。

□

再
度
、
修
練
に
つ
い
て

再
度
、
執
拗
に
「
修
練
」
の
話
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
修
練
」
と
い
う
語
を

私
た
ち
が
、
英
語
のcu

ltu
re

の
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
な
く
な
り
、
こ
の
語
に
代
わ
っ
て
、

あ
ら
た
に
「
教
養
」
と
い
う
語
や
、
あ
る
い
は
「
文
化
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
私
た
ち
が

英
語
のcu

ltu
re

の
置﹅
き﹅
換﹅
え﹅
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
こ
の
「
修
練
」
と
い
う
語

が
包
み
込
み
、
文
字
通
り
に
育
（
は
ぐ
く＝

羽
包
）
ん
で
い
た
は
ず
の
、
も
と
も
と
の
意
味

が
忘
れ
ら
れ
、
無
自
覚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
挙
句
に
は
「
教
養
」
も
、
あ
る
い

は
「
文
化
」
も
、
そ
も
そ
も
の
原
語
で
あ
るcu

ltu
re

と
の
結
び
付
き
を
断
ち
、
言
っ
て
み

れ
ば
、
故
郷
喪
失
者
（d

era
cin
e ＝

根
無
し
草
）
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
…
…
と
い
う
疑
念
が
、
ま
さ
し
く
「
教
養
」
や
「
文
化
」
の
歴
史
を
辿
る
際
に
、
ま

っ
さ
き
に
浮
か
ん
で
く
る
疑
念
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
、
分
岐
点
と
言
お
う
か
、
転
回
点
と
言
お
う
か
、
い
わ
ゆ
る
タ﹅
ー﹅
ニ﹅
ン﹅
グ﹅
・
ポ﹅
イ﹅
ン﹅

ト﹅
に
当
た
る
の
が
、
ど
う
や
ら
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
へ
と
、
私
た
ち
の
国
の
年
号
が
切

り
替
わ
る
頃
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
か
ら
、
ほ
ぼ
百
年
前
の
、
目
下
、
私
た
ち
が
「
第
一
次
世

界
大
戦
」
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
る
世﹅
界﹅
戦﹅
争﹅
（W

o
rld W

a
r

）
の
、
そ
の
勃﹅
発﹅
の
頃
に
当
た

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
が
来
る
と
「
教
養
」
に
も
、
あ
る

い
は
「
文
化
」
に
も
、
そ
の
本
来
の
語
義
で
あ
る
、
ラ
テ
ン
語
の
耕﹅
す﹅
（co

lere

）
と
い
う

行
為
も
、
そ
の
行
為
を
通
じ
て
耕﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
土﹅
地﹅
（cu

ltu
ra

）
も
、
ほ
と
ん
ど
二
義
的
な
、
い

わ
ゆ
る
語﹅
源﹅
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
姿
を
変
え
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
結
果
的
に

多
大
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絶
大
な
損
害
を
被
り
、
失
く
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
も
失
く

し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
、
気
配
が
濃
厚
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
英
語
のcu

ltu
re

と
並
ん
で
、
私
た
ち
の
国
の
教
養
観
に
最
も
強
い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
語
のB

ild
u
n
g

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
自
体
は
元
来
、

そ
の
動
詞
形
（b

ild
en

）
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
通
り
、
あ
る
種
の
形
（B

ild

）
を
刻
み
出
し
、

文
字
通
り
に
形﹅
作﹅
る﹅
こ
と
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
象﹅
り﹅
（
す
な
わ
ち
、
形﹅
取﹅
り﹅
）
の

対
象
が
、
そ
も
そ
も
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ど
う
か
は
二
次
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ

の
限
り
に
お
い
て
、B

ild
u
n
g

の
原
義
は
形﹅
成﹅
で
あ
る
。
が
、
そ
の
形﹅
成﹅
の
原
初
的
な
、
基
礎

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
探
し
求
め
る
と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
英
語
のb

u
ild

やb
u
ild
in
g

に
典
型

的
な
形
で
指
し
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
建
造
物
や
建
築
物
の
イ
メ
ー
ジ

要
す

る
に
、
い
わ
ゆ
る
ビ﹅
ル﹅
デ﹅
ィ﹅
ン﹅
グ﹅
や
、
そ
の
略
語
の
ビ﹅
ル﹅
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
建
物
（
と
り
わ
け
、
家
）
を
建
て
る
、
と
い
う
行
為
と
結
び
付

い
て
お
り
、
そ
の
家
に
人
が
住
む
、
と
い
う
行
為
と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
（B

ild
u
n
g

）
の
根
源
に
も
私
た
ち
が
、
自
分
自
身
の
土
地
を
耕

し
、
そ
の
土
地
に
家
を
建
て
、
そ
の
家
に
住
む
、
と
い
う
人
間
の
生
活
…
…
文
字
通
り
の
暮﹅
ら﹅

し﹅
の
中
の
、
実
に
自
然
な
、
実
に
当
然
の
行
為
が
、
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
修
練
と
い
う
語
と
、
よ
く
似
た
語
で
あ
る
修﹅
養﹅
と
鍛﹅
錬﹅
に

つ
い
て
も
、
そ
の
由
来
を
遡
っ
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
語
も
当
然
、
漢
語
を
起
源
と
す
る
語

で
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
従
え
ば
、
そ
の
用
例
に
は
前
者
（
修
養
）

の
場
合
、
江
戸
時
代
の
前
期
、
伊い
藤とう
仁じん
斎さい
の
『
童
子
問
』（
一
七
〇
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》

―126―



り
、
こ
の
語
が
直
接
的
に
は
、
儒
教
（
ひ
い
て
は
、
儒
学
）
経
由
の
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
う
る
と
共
に
、
そ
の
典
拠
に
は
中
国
の
元
代
、
張
養
浩
の
『
壽
子
詩
』
が
引
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
（
鍛
錬
）
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
た
江
戸
時
代
の
前
期
、
元
禄

七
年
（
一
六
九
四
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
井い
原はら
西さい
鶴かく
の
遺
稿
（『
西
鶴
織
留
』）
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
修
養
に
し
て
も
、
鍛
錬
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
語
が
江
戸
時
代
に
は
、
か
な

り
頻
繁
に
、
使
用
さ
れ
て
い
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
一
方
の
鍛
錬
の
場
合
は
、
元
来
、
こ
の
語
が
「
金
属
を
鍛
え
練
る
こ
と
」
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』）
を
意
味
す
る
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
類
い
の
用
例
は
古
く
、

ど
う
や
ら
中
世
の
禅
僧
（
瑩けい
山ざん
紹じょうきん
）
に
仮
託
を
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
抄﹅
物﹅
の
『
報
恩
録
』

（
一
四
七
四
年
）
に
ま
で
遡
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
典
拠
も
中
国
の
、
後
漢
の
『
論
衡
』

（
九
〇
年
）
に
ま
で
辿
り
着
く
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
語
が
結
果
、
比
喩
的
な
意
味
で
使

わ
れ
出
し
、
そ
れ
が
「
き
び
し
い
け
い
こ
を
積
ん
で
、
技
芸
や
心
身
を
練
り
み
が
く
こ
と
。

修
養
、
修
行
を
積
む
こ
と
。
ま
た
、
学
問
や
技
術
な
ど
を
よ
く
修
め
て
い
る
こ
と
。
そ
の
さ

ま
も
い
う
」（
同
上
）
よ
う
に
な
る
の
は
、
実
は
江
戸
時
代
の
、
直
前
の
頃
で
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
、
こ
ち
ら
の
用
例
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
年
）
の
『
羅
葡
日
對
譯
辭
書
』
で
あ
っ
た
か
ら
。

□

文
化
の
創
出
の
時
代

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
英
語
のcu

ltu
re

と
い
う
語
に
対
し
て
、
い
っ
た
い
何

時
の
頃
よ
り
「
文
化
」
と
い
う
翻﹅
訳﹅
語﹅
を
宛
が
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
と

問
う
と
、
そ
れ
は
前
掲
の
、
哲
学
辞
典
の
第
三
版
（『
英
獨
佛
和
・
哲
學
字
彙
』）
が
参
考
に

な
り
、
こ
ち
ら
は
折
し
も
、
明
治
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
て
、
も
う
半
年
余
り
後
に
は
大
正

時
代
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
の
年
頭
が
刊
行
の
時
期
で
あ

る
。
編
者
（
表
記
に
従
え
ば
、
著
者
）
は
、
井いの
上うえ
哲てつ
次じ
郎ろう
の
他
に
、
こ
の
当
時
の
東
京
帝
国

大
学
の
哲
学
教
授
で
あ
る
、
元もと
良ら
勇ゆう
次じ
郎ろう
と
中なか
島じま
力りき
造ぞう
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
（
※
）
ち
な
み

に
、
元
良
勇
次
郎
の
方
は
、
今
風
に
言
え
ば
心
理
学
者
で
あ
り
、
中
島
力
蔵
の
方
は
倫
理
学

者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
心
理
学
も
倫
理
学
も
、
い
ま
だ
哲

学
（＝

理﹅
学
）
と
の
連
環
の
中
に
、
身
を
置
い
て
い
た
時
分
で
あ
る
。

（
※
）
こ
の
辞
典
（
第
三
版
）
は
、
日
本
語
で
は
『
英
獨
佛
和
・
哲
學
字
彙
』
と
題
さ
れ
、
英
語
で
は

D
ictio

n
a
ry o

f E
n
g
lish

,
G
erm

a
n
,a
n
d F

ren
ch P

h
ilo
so
p
h
ica
l T
erm

s,w
ith Ja

p
a
n
ese

 
E
q
u
iv
a
len
ts

と
題
さ
れ
、
丸
善
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
覆
刻
版
（
一
九
八
〇
年
、

名
著
普
及
會
）
に
依
拠
し
た
。
な
お
、
元
良
勇
次
郎
と
中
島
力
蔵
は
、
ど
ち
ら
も
同
志
社
大
学

の
前
身
、
同
志
社
英
学
校
の
一
期
生
（
全﹅
八﹅
名﹅
）
の
内
の
二
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼

ら
よ
り
も
幾
分
、
年
嵩
で
あ
っ
た
の
は
井
上
哲
次
郎
で
あ
り
、
彼
が
生
ま
れ
た
の
は
安
政
二
年

（
一
八
五
六
年
）
で
あ
る
か
ら
、
当
時
、
彼
は
数
え
の
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
二
人
は
共
に
、
井
上
哲
次
郎
よ
り
も
二
歳
年
少
の
、
安
政
四
年
（
一

八
五
八
年
）
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
当
時
、
こ
れ
ま
た
数
え
の
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
こ
の
哲
学
辞
典
（
第
三
版
）
が
刊
行
さ
れ
た
、
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
元
良
勇
次
郎
が

亡
く
な
り
、
そ
の
六
年
後
（
大
正
七
年
）
に
は
中
島
力
蔵
も
亡
く
な
り
、
結
果
的
に
一
番
、
年

長
で
あ
っ
た
井
上
哲
次
郎
が
最
も
遅
く
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
年
）
ま
で
生
き
延
び
て
、

数
え
の
八
十
九
歳
と
い
う
長
寿
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
そ
の
『
英
獨
佛
和
・
哲
學
字
彙
』
に
は
、
英
語
のcu

ltu
re

に
対
し
て
、
合
わ
せ

て
六
つ
の
、
次
の
よ
う
な
翻
訳
語
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
文
化
」
を
含
め
て
、
順

に
抜
き
出
し
て
み
る
と

修﹅
練﹅
、
文﹅
化﹅
、
人﹅
文﹅
、
禮﹅
文﹅
、
禮﹅
脩﹅
、
修﹅
養﹅
と
な
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
後
に
は
『
哲
学
字
彙
』
の
第
一
版
と
同
様
に
、
複
合
語
と
し
て
の
「
哲
學
修
練
」

（p
h
ilo
so
p
h
ica
l cu

ltu
re

）
と
「
科
學
修
練
」
（scien

tific cu
ltu
re

）
が
、
そ
ろ
っ

て
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
一
つ
、
こ
の
第
三
版
に
は
複
合
語
と
し
て
、
さ
ら
に

「
良
心
修
練
」
（cu

ltu
re o

f co
n
scien

ce

）
と
い
う
語
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
の
が
見
出

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
64
集
（
二
〇
一
四
）
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さ
れ
う
る
。
が
、
こ
の
語
は
実
は
、
こ
の
第
三
版
が
初
出
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
す

で
に
第
二
版
に
登
場
済
み
の
語
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
原
語
のco

n
scien

ce

に
対
し
て
も
、

こ
の
良﹅
心﹅
よ
り
前
に
、
ま
ず
道﹅
念﹅
が
置
か
れ
て
い
た
次
第
。

ま
た
、
そ
の
第
二
版
（
『
改
定
増
補
・
哲
學
字
彙
』
）
で
は
、
ふ
た
た
び
井
上
哲
次
郎
を

編
者
の
筆
頭
に
し
て
、
な
お
か
つ
「
福
岡
縣
氏
族
」
と
い
う
肩
書
ま
で
添
え
な
が
ら
、
こ
れ

に
「
大
坂
府
平
民
」
で
あ
り
、
当
時
は
「
東
京
大
学
御
用
掛
文
学
部
准
助
教
授
」
で
あ
っ
た
、

有あり
賀が
長なが
雄お
の
名
を
連
ね
る
形
で
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
こ
に
英
語
のcu

ltu
re

の
翻
訳
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
結
果
と
し
て

「
修
練
」
の
一
語
の
み
で
あ
る
。
（
※
）
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
い
ま

だ
私
た
ち
の
国
で
、
英
語
のcu

ltu
re

に
宛
が
わ
れ
う
る
翻
訳
語
は
、
こ
の
「
修
練
」
の
み

で
あ
り
、
こ
の
語
に
「
文
化
」
を
始
め
と
す
る
、
合
わ
せ
て
五
つ
の
翻
訳
語
が
付
け
加
わ
る

の
は
、
明
治
時
代
の
末
年
か
ら
大
正
時
代
の
初
年
に
掛
け
て
、
よ
う
や
く
可
能
に
な
っ
た
事

態
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
り
一
層
、
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。

（
※
）
こ
の
辞
典
（
第
二
版
）
は
、
日
本
語
で
は
『
改
訂
増
補
・
哲
學
字
彙
』
と
題
さ
れ
、
英
語
で
は

D
ictio

n
a
ry
 
o
f P

h
ilo
so
p
h
y

と
題
さ
れ
、
東
洋
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
覆
刻
版

（
一
九
八
〇
年
、
名
著
普
及
會
）
に
依
拠
し
た
。
な
お
、
こ
の
第
二
版
の
特
徴
は
、
全
体
の
半

分
近
く
を
「
梵
漢
對
譯
佛
法
語
籔
」
（A

 
S
a
n
sk
rit C

h
in
ese d

ictio
n
a
ry

）
が
占
め
て
い
る

点
と
、
第
一
版
に
引
き
続
き
「
淸
國
音
符
」
が
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
『
哲
學
字
彙
』
の
第
一
版
か
ら
、
第
二
版
を
経
て
、
第
三
版
に
至
る

過
程
に
お
い
て
、
例
え
ば
英
語
のed

u
ca
tio
n

に
は
、
ど
の
よ
う
な
翻
訳
語
が
宛
が
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
第
一
版
も
第
二
版
も
「
教
育
」
で
あ
り
、
こ

の
段
階
で
、
す
で
にed

u
ca
tio
n

の
翻
訳
語
に
は
「
教
育
」
の
語
が
確
定
済
み
で
あ
っ
た
か

の
よ
う
な
、
気
が
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
第
三
版
に
至
っ
て
、
は
じ
め
てed

u
ca
tio
n

に

は
「
教
育
」
の
他
に
、
逆
に
「
養
育
」
と
「
訓
育
」
と
、
何
よ
り
も
「
教
養
」
が
、
二
番
目

の
翻
訳
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
明
治
の
末
年
か

ら
大
正
の
初
年
に
掛
け
て
、
私
た
ち
の
国
に
は
「
教
育
」
と
「
教
養
」
を
巡
る
、
あ
る
種
の

文
化
的
（
ひ
い
て
は
、
政
治
的
）
な
葛
藤
と
、
こ
の
両
者
の
権
力
闘
争
の
場
が
産
み
出
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。

□

学
部
と
学
科
の
増
設

私
た
ち
の
国
で
最
初
に
、
ま
っ
さ
き
に
誕
生
し
た
大﹅
学﹅
は
、
こ
の
語
の
中
国
語
（
と
言
う

よ
り
も
、
漢
語
）
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
日
本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
和
語
）
に
お
け
る
、

起
源
や
由
来
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
無
論
、
東﹅
京﹅
大﹅
学﹅
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
東
京
大
学
が

日
本
で
最
初
の
大
学
と
し
て
創
設
さ
れ
る
の
は
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
三
学
部
（
法
学
部
・
理
学
部
・
文
学
部
）
に
医
学
部
を
加
え
た
、
計

四
学
部
制
で
ス
タ
ー
ト
が
切
ら
れ
、
こ
れ
に
第
五
の
学
部
と
し
て
、
工
芸
学
部
が
上
乗
せ
を

さ
れ
る
の
が
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）
の
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
の
翌
年
に
は
「
帝

国
大
学
令
」
が
公
布
さ
れ
、
東
京
大
学
は
帝﹅
国﹅
大﹅
学﹅
と
名
を
改
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
実

質
上
、
東
京
大
学
が
存
在
し
て
い
た
の
は
足
掛
け
十
年
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、
こ
の
時
点
で

工
芸
学
部
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
現
在
の
工
学
部
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
東
京
大
学
の
工
学
部
が
、
世
界
で
最
初
の
工﹅
学﹅
部﹅
で
あ
っ
た
点
、
周
知
の
点
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
の
工
学
部
が
元
来
、
工﹅
芸﹅
学﹅
部﹅
（
旧
字：

工
藝
學
部
）
と
称
さ
れ
て
い
た
の
は
興
味
深
い
点

で
あ
る
。
と
言
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
工
学
部
が
理
学
部
の
一
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
れ
が
工
芸
学
部
と
名
を
改
め
た
後
、
さ
ら
に
工
学
部
と
称
さ
れ
る
経
緯
に
は
、
そ
こ
に
私
た

ち
の
国
の
、
そ
の
ま
ま
工
学
（en

g
in
eerin

g

）
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
は
工﹅
芸﹅
と
い
う
名
で
繋
が
り
合
う
、
例
え
ば
英
語
のin

d
u
stria

l a
rts

や

cra
fts

やd
esig

n

や
、
あ
る
い
はtech

n
o
lo
g
y

やscien
ce

と
の
関
係
が
、
実
は
一
九
世
紀
に

固
有
の
問
い
掛
け
で
は
な
く
、
は
な
は
だ
現
代
的
な
、
二
一
世
紀
の
問
い
掛
け
で
も
あ
っ
た

コ
ラ
ム
《
教
養
教
育
改
革
》
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こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
、
時
を
同
じ
く
し
て
日
本
で
最
初
の
哲
学

辞
典
（『
哲
學
字
彙
』）
も
産
声
を
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
辞
書
の
編
者
は
、
諸
言
を
記
し
た

井
上
哲
次
郎
の
他
、
そ
の
諸
言
の
並
び
に
従
う
と
、
和わ
田だ
垣がき
謙けん
三ぞう
、
國
府
寺

こ
う
で
ら

新しん
作さく
、
有
賀
長

雄
の
、
計
四
人
で
あ
る
。
な
お
、
年
齢
的
に
振
り
返
れ
ば
、
彼
ら
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五

年
）
に
生
ま
れ
た
、
井
上
哲
次
郎
と
圀
府
寺
新
作
が
年
長
で
あ
り
、
片
や
万
延
元
年
（
一
八

六
〇
年
）
に
生
ま
れ
た
、
和
田
垣
謙
三
と
有
賀
長
雄
が
年
少
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
ら

は
当
時
、
年
長
の
側
で
も
数
え
の
二
十
七
歳
、
年
少
の
側
で
あ
れ
ば
二
十
二
歳
、
要
す
る
に

彼
ら
は
当
時
、
私
た
ち
の
国
に
存
在
し
た
唯﹅
一﹅
の
大
学
を
、
文
字
通
り
の
一﹅
期﹅
生﹅
と
し
て
、

よ
う
や
く
卒
業
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
い
ま
だ
在﹅
学﹅
中﹅
の
、
前
途
洋
々
と

し
た
若
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
い
起
こ
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
は
今
日
風
に
評
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
で
最
初
の
、
井
上
哲
次
郎
で
あ
れ

ば
、
哲
学
者
で
あ
り
、
倫
理
学
者
で
あ
り
、
和
田
垣
謙
三
で
あ
れ
ば
、
経
済
学
者
で
あ
り
、

英
語
学
者
で
あ
り
、
圀
府
寺
新
作
で
あ
れ
ば
、
心
理
学
者
で
あ
り
、
教
育
学
者
で
あ
り
、
有

賀
長
雄
で
あ
れ
ば
、
法
学
者
で
あ
り
、
社
会
学
者
で
あ
り
…
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
お
よ
そ

現
在
の
大
学
を
支
配
し
、
制
御
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（co

n
tro
l ＝

転
回
阻
止
）
を
続
け
て
い

る
、
い
わ
ゆ
る
学﹅
部﹅
（fa

cu
lty

）
や
学﹅
科﹅
（d

ep
a
rtm

en
t

）
の
縄
張
り
主
義
（
セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
）
か
ら
は
、
か
け
離
れ
た
位
置
に
立
ち
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
専
門﹅
主
義
や

部
門﹅
主
義
の
門﹅
（
ゲ
ー
ト
）
か
ら
は
、
結
果
的
に
締
め
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
な
か
ば
素

人
（
し
ろ
う
と
）
同
然
の
、
門
外
漢
の
探
究
者
（
と
言
う
よ
り
も
、
探
求
者
）
で
あ
り
、
大
袈

裟
に
言
え
ば
、
求
道
者
で
も
あ
っ
た
点
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
『
哲
學
字
彙
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
年
（
明

治
一
四
年
）
に
、
例
え
ば
東
京
大
学
の
文
学
部
で
は
、
従
来
の
第
一
科
（
史
学
・
哲
学
・
政

治
学
）
と
第
二
科
（
和
漢
文
学
）
の
二
学
科
制
か
ら
、
第
一
科
（
哲
学
）
と
第
二
科
（
和
漢

文
学
）
と
第
三
科
（
政
治
学
及
理
財
学＝

経
済
学
）
の
三
学
科
制
へ
と
移
行
し
、
逆
に
、
学

科
の
増﹅
設﹅
の
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
動
き
は
帝﹅
国﹅
大﹅
学﹅
の
設
置
に
伴
い
、
さ
ら

に
第
一
科
（
哲
学
）
と
第
二
科
（
和
文
学
）
と
第
三
科
（
漢
文
学
）
に
加
え
て
、
第
四
科
（
博

言
学＝

言
語
学
）
が
増
設
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
史
学
科
や
英
文
学
科
や
独
逸
文
学
科
や
仏
蘭

西
文
学
科
が
、
次
々
と
増
設
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
学
科

の
増
設
の
時
代
に
お
い
て
、
結
果
的
に
『
哲
學
字
彙
』
も
、
改
定
と
増
補
を
繰
り
返
さ
ざ
る

を
え
な
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
こ
の
よ
う
な
学
科
の
増
設
の
時
代
、
裏
を
返
せ
ば
、
学
問
の
分﹅
化﹅
と
、
個
別
化
と
特
殊
化
と
、

要
す
る
に
、
科﹅
学﹅
化﹅
の
時
代
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
の
文
科
大
学
か
ら
文﹅
学﹅
部﹅
へ
の

改
称
に
よ
っ
て
、
よ
り
抜
本
的
な
、
決
定
的
な
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
が
東﹅
京﹅
帝﹅
国﹅
大﹅
学﹅
の
文﹅
学﹅
部﹅
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
国
文
学
、
国
史
学
、
支
那
哲
学
、
支
那
文

学
、
東
洋
史
学
、
西
洋
史
学
、
哲
学
、
印
度
哲
学
、
心
理
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
宗
教
史
、
社

会
学
、
教
育
学
、
美
学
美
術
史
学
、
言
語
学
、
梵
文
学
、
英
吉
利
文
学
、
独
逸
文
学
、
仏
蘭
西

文
学
の
、
合
わ
せ
て
一
九
の
学
科
が
出
揃
う
こ
と
に
な
る
。

□

教
養
教
育
改
革
と
は

目
下
、
日
本
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
世
界
）
の
大
学
で
は
、
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅
改﹅
革﹅
と
い
う
名
で
呼

ば
れ
る
、
あ
る
種
の
改﹅
革﹅
が
進
行
中
で
あ
る
。
改
革

と
日
本
語
で
言
う
と
、
ど
う
し
て

も
漢
字
の
字
面
に
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
で
、
こ
の
語
の
中
身
も
相
当
に
拘
束

を
受
け
て
し
ま
う
虞
（
お
そ
れ
）
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
古
来
、
平
仮
名
や
片
仮
名

よ
り
も
、
は
る
か
に
長
い
間
、
い
わ
ゆ
る
漢﹅
字﹅
を
日
本
語
の
表
記
文
字
と
し
て
使
用
し
て
き

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
拘
束
も
不
可
避
の
事
態

で
あ
ろ
う
し
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
拘
束
を
通
じ
て
、
私
た
ち
が

何
か
を
感
じ
、
知
り
、
願
う
の
も
、
致
し
方
の
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
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こ
の
改﹅
革﹅
と
い
う
漢
字
が
元
来
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
語
と
し
て
受
け

取
ら
れ
て
き
た
の
か
を
、
振
り
返
っ
て
お
く
の
も
無
益
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
改﹅
革﹅
と
い
う
、
こ
の
語
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
二
つ
の
漢
字
、
す
な
わ
ち

改
（
音
読：
カ
イ
）
と
革
（
音
読：

カ
ク
）
の
二
文
字
に
つ
い
て
、
そ
の
あ﹅
ら﹅
ま﹅
し﹅
を
述
べ

て
お
く
と
、
こ
の
二
文
字
は
再
度
、
白
川
静
の
『
字
統
』
に
従
え
ば
、
も
と
も
と
改﹅
が
「
蛇

形
」
の
「

（
こ
）
虫
」
を
「
殴
（
う
）
つ
形
」
を
指
し
示
し
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
文
字

通
り
の
「
鬼
魅
（
き
み
）
邪
悪
を
祓
（
は
ら
）
う
呪﹅
儀﹅
を
い
う
」
（
傍
点：

筆
者
）
の
に
対
し
て
、

一
方
の
革﹅
は
「
獣
の
革
を
ひ
ら
い
た
形
。
皮
革
を
い
う
」
語
で
あ
っ
た
由
（
よ
し
）
。
な
お
、

後
者
を
日
本
語
で
、
い
わ
ゆ
る
か﹅
わ﹅
（
↑
か
は
）
と
訓
読
す
る
の
も
、
こ
と
に
よ
る
と
音
韻

上
、
繋
が
り
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
革
は
自
然
の
推
移
の
状
態

で
な
く
、
こ
れ
を
革
治
し
、
変
革
を
加
え
る
こ
と
を
い
う
」
字
で
あ
り
、
こ
の
点
が
改
革
と

い
う
語
の
、
ま
さ
し
く
革﹅
に
も
、
通
じ
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
革﹅
も
、
あ
る
い
は
改﹅
も
、
ど
ち
ら
も
私
た
ち
（
要
す

る
に
、
人
間
）
が
、
意
図
的
に
自
然
界
の
自
然
物
に
手
を
伸
ば
し
、
手
を
加
え
、
有
り
体
に

言
え
ば
、
手
を
下
し
、
何
ら
か
の
「
犠
牲
」
（sa

crifice

）
を
「
杖
で
殴
ち
、
血
の
滴
る
」

状
態
に
し
、
そ
の
こ
と
で
、
逆
に
「
自
己
が
被
ろ
う
と
し
て
い
る
禍

（
か
お
う
）
を
他
に
移

し
、
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
、
変
更
・
更
改
と
は
、
も
と
禍

を
他
に
移
す
呪﹅
的﹅

行﹅
為﹅
を
意
味
す
る
」
（
傍
点：

筆
者
）
も
の
で
あ
っ
た
次
第
（
同
上
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
改﹅
と
革﹅
を
結
び
付
け
、
私
た
ち
が
改﹅
革﹅
と
い
う
語
を
使
う
際
に
も
、
そ
こ
に
は
必
然
的

に
、
無
自
覚
に
、
こ
の
よ
う
な
「
呪
的
行
為
」
が
忍
び
込
ま
ざ
る
を
え
ず
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
そ
の
よ
う
な
「
呪
的
行
為
」
の
対
象
（＝

犠
牲
）
が
教﹅
養﹅
教﹅
育﹅
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
一
向
に
、
奇
妙
な
物
言
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

…
…
と
、
こ
の
よ
う
な
物
言
い
で
、
こ
の
稿
を
閉
じ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
一
般

に
、
こ
の
改﹅
革﹅
と
い
う
語
を
用
い
る
折
の
、
あ
ま
り
に
も
前
向
き
で
、
進
歩
的
な
態
度
に
対

し
て
、
一
抹
の
危
惧
や
不
安
を
表
明
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
態
度
の
背
後
に
は
、
こ
の
改
革
と
い
う
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
や
、
音
の
響
き
や
、
も
ろ
も

ろ
の
要
素
が
、
数
珠
繋
ぎ
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
こ
の
語
の
翻﹅
訳﹅
語﹅
と

し
て
の
印
象
も
、
伴
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
を
現
在
、
私

た
ち
は
英
語
の
、
一
方
で
はrefo

rm

やrefo
rm
a
tio
n

の
、
一
方
で
はin

n
o
v
a
tio
n

の
、

そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
の
中
に
忍
び
込
ん
で
い

る
、
あ
る
種
の
「
呪
的
行
為
」
に
目
を
塞
ぎ
、
こ
の
改﹅
革﹅
と
い
う
語
を
使
う
限
り
、
そ
れ
は

私
た
ち
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自﹅
己﹅
欺﹅
瞞﹅
に
過
ぎ
な
い
。
（
※
）

（
※
）
自
己
欺
瞞
と
い
う
語
は
、
無
論
、
ジ
ャ
ン＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
用
語
（m

a
u
v
a
ise fo

i ＝

不
誠
実
）
で
あ
る
。
当
面
、
こ
の
語
と
は
何
の
脈
絡
も
、
関
連
も
な
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
以

下
に
再
度

と
言
う
よ
り
も
、
三
度
、
唐
木
順
三
の
『
近
代
日
本
の
思
想
文
化
』
の
一
節
を

引
い
て
お
く
。
な
お
、
遺
憾
な
が
ら
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
を
改
め
て
、
新
漢
字
に

直
し
た
の
で
、
ご
了
承
を
願
い
た
い
。

…
…
文﹅
化﹅
（
カ
ル
チ
ュ
ア
）
と
は
も
と
も
と
は
教﹅
養﹅
（
カ
ル
チ
ュ
ア
）
と
同
じ
く
、
物
を
栽
培

し
、
育
成
す
る
こ
と
、
種
子
の
う
ち
に
潜
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
（
カ
ル
テ
ィ
ヴ
ェ
ー
ト
）
を

意
味
し
た
。
有
機
体
の
な
か
に
可
能
性
と
し
て
あ
る
個
性
の
開
花
と
い
ふ
意
味
の
カ
ル
チ
ュ
ア

は
〔
、〕
一
方
に
お
い
て
西
欧
的
な
意
味
で
の
主﹅
体﹅
的﹅
な
教﹅
養﹅
、
自﹅
己﹅
形﹅
成﹅
を
意
味
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
有
機
体
の
置
か
れ
た
土﹅
地﹅
、
環﹅
境﹅
と
の
適﹅
応﹅
と
し
て
の
教﹅
育﹅
、
躾﹅
け﹅
を
意
味
す
る

だ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
〔
、〕
さ
う
い
ふ
開
花
自
体
、
教
育
の
成
果
が
ま
た
同
じ
く
カ
ル
チ
ュ
ア

の
名
を
も
つ
て
よ
ば
れ
る
に
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
有
機
体
、
個
人
を
離
れ
て
一
定
の
時
代
、

社
会
の
開
化
を
も
意
味
す
る
に
い
た
つ
て
〔
、〕
文﹅
化﹅
と
呼
ば
れ
る
に
い
た
る
わ
け
で
あ
る
。

従
つ
て
〔
、〕
教
養
に
し
て
も
文
化
に
し
て
も
、
我
々
の
生﹅
き﹅
方﹅
、
く﹅
ら﹅
し﹅
方﹅
、
考﹅
へ﹅
方﹅
、
作﹅
り﹅

方﹅
、
雰﹅
囲﹅
気﹅
、
制﹅
度﹅
、
伝﹅
統﹅
と
密﹅
着﹅
し
た
概
念
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
む
し

ろ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
い
ふ
や
う
に
、
そ﹅
れ﹅
を﹅
概﹅
念﹅
と﹅
し﹅
て﹅
定﹅
義﹅
づ﹅
け﹅
よ﹅
う﹅
と﹅
し﹅
て﹅
も﹅
、

定﹅
義﹅
づ﹅
け﹅
え﹅
な﹅
い﹅
や﹅
う﹅
な﹅
、
強﹅
い﹅
て﹅
客﹅
観﹅
的﹅
に﹅
定﹅
義﹅
づ﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
大﹅
切﹅
な﹅
も﹅
の﹅
が﹅
洩﹅
れ﹅
て﹅
し﹅
ま﹅
ふ﹅

や﹅
う﹅
な﹅
、
時﹅
代﹅
の﹅
空﹅
気﹅
の﹅
如﹅
き﹅
も﹅
の﹅
、
具﹅
体﹅
的﹅
な﹅
現﹅
象﹅
の﹅
背﹅
後﹅
に﹅
ひ﹅
そ﹅
ん﹅
で﹅
自﹅
ら﹅
そ﹅
の﹅
姿﹅
を﹅
充﹅
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全﹅
に﹅
は﹅
顕﹅
は﹅
し﹅
え﹅
な﹅
い﹅
が﹅
、
現﹅
象﹅
に﹅
は﹅
す﹅
べ﹅
て﹅
そ﹅
の﹅
息﹅
が﹅
か﹅
か﹅
つ﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
と﹅
い﹅
ふ﹅
性﹅
質﹅
の﹅
も﹅
の﹅

と﹅
い﹅
つ﹅
て﹅
よ﹅
い﹅
。
（
傍
点：

筆
者
）
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