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現
代
社
会
に
お
け
る
漢
文
の
役
割

―
道
家
の
思
想
を
中
心
に
―
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〈
要
旨
〉
現
代
生
活
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ
て
き
た
漢
文
を
、
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中

で
生
か
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
授
業
で
扱
っ
た
道
家
の
思
想
を
中
心
に
考
察
を
行
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
現
代
に
お
け
る
漢
文
の
役
割
を
考
え
、
そ
れ
を
十
分

発
揮
さ
せ
る
よ
う
な
授
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
同
時
に
、
現
状
に
お
け
る
問
題
点
を
探
っ
て

い
っ
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

道
家
の
思
想　
　

発
想
の
ヒ
ン
ト　
　

座
右
の
銘　
　

教
養　
　

学
校
教
育

は
じ
め
に

令
和
四
年
度
か
ら
始
ま
る
新
学
習
指
導
要
領
の
中
に
は

「
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た
言
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受

し
て
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱
く
、
学
習

意
欲
が
高
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。」
と✳

１

あ
る
。

確
か
に
高
校
生
の
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
は
低
い
。
漢
文
に
つ
い
て
も
、
生
徒
た
ち
は
遙

か
昔
の
中
国
の
こ
と
を
勉
強
し
て
も
、
現
代
の
生
活
に
は
役
に
立
た
な
い
と
よ
く
言
う
。
か
つ

て
日
本
に
お
い
て
、
漢
文
は
公
式
文
書
に
使
用
さ
れ
、
漢
文
を
読
む
こ
と
が
教
養
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
で
は
実
生
活
に
漢
文
を
用
い
る
こ
と
も
な
く
、
時
代
の
流
れ
か
ら

置
き
去
り
に
さ
れ
た
感
も
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
現
代
に
お
い
て
、
漢
文
、
つ
ま
り
中
国
の
古
典
が
、
社
会
や
個
人
と

ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
、
実
際
に
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
漢
文
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
て
い
き
た
い
。
今
回
は
「
古
典
Ｂ
」
の

教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
道
家
の
思
想
を
中
心
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
老
子

や
荘
子
を
中
心
と
し
た
道
家
の
思
想
は
、
儒
家
の
思
想
と
と
も
に
中
国
の
二
大
思
想
と
し
て
、

人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
来
た
。
こ
の
道
家
の
思
想
を
、
現
代
に
生
か
す
こ
と
は
可
能
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
教
室
で
ど
の
よ
う
な

授
業
を
展
開
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
道
家
の
思
想
は
、
難
解
な
面
も
あ
る
。
現
代
語

訳
だ
け
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
文
章
を
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
た
ち
に
理
解
さ
せ
て
い
け

ば
よ
い
か
、
そ
の
方
法
も
合
わ
せ
て
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
模
索
し
て
い
き
た
い
。

　
1　

道
家
の
思
想
と
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て　

ま
ず
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
中
国
の
古
典
で
あ
る
道
家
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、世
界
と
日
本
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
。

考
察
に
用
い
た
の
は
、
授
業
で
道
家
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
際
、
い
つ
も
生
徒
に
配
布
し
て
い

た
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。こ
の
中
か
ら
、漢
文
が
社
会
や
自
分
自
身
に
関
わ
っ
て
い
る
箇
所
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
、
考
察
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
の
プ
リ
ン
ト
は
、
授
業
の
中
で
、
で
き
る
だ
け
難
解

な
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
の
補
助
教
材
と
し
て
、
作
品
を
読
ん
だ
後
、
生
徒
と

一
緒
に
読
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

⑴ 

海
外
の
人
か
ら
見
た
道
家
の
思
想　

ド
イ
ツ
文
学
者
の
中
野
孝
次
は
『
い
ま
を
生
き
る
知
恵
』
の
中
で
、『
老
子
』
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
々
で
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
紹✳

２

介
し
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
語
だ
け
で
も
十
数
冊
も
あ
る
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。
英
語
訳
は
も
っ
と
あ
る
よ
う
で

す
が
、
ド
イ
ツ
で
も
英
国
で
も
そ
れ
だ
け
老
子
は
読
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
関
心
を
持
っ
て
読

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
人
が
好
ん
で
読
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。」

「
こ
れ
と
い
う
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
「
有
」
の
ほ
う
に
ば
か
り
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
は

た
し
か
に
す
ば
ら
し
い
科
学
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
が
、
現
在
は
ど
う
も
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
感
が
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
東
洋
の
「
無
に
帰
れ
」
と
い
う
説
に

大
変
魅
力
を
感
じ
て
、
ド
イ
ツ
で
も
英
国
で
も
読
ま
れ
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。」

「
い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
基
準
と
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
考
え
方
で
は
、
物
事
の
行
為
の

価
値
は
為
す
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
。
何
事
か
を
成
し
遂
げ
る
、
事
業
を
興
す
、
声
明
を
出
す
、

意
見
を
述
べ
る
、
仕
事
の
上
で
成
果
を
上
げ
る
な
ど
…✳

✳

と
こ
ろ
が
、
世
の
中
に
は
為
す
よ
り
も

為
さ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
や
場
合
の
ほ
う
が
い
く
ら
で
も
あ
る
こ
と
を
、
老
子
は
教

東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校
紀
要　

59　

pp.
一
四
三
〜
一
五
二
、
二
○
二
一
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東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校
紀
要
　
59

え
て
く
れ
ま
す
。
私
も
老
子
を
読
ん
で
初
め
て
、
こ
の
東
洋
の
為
さ
ず
し
て
為
す
、
…
老
子
は

教
え
て
く
れ
ま
す
。」

　

中
野
孝
次
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
近
代
の
発
展
が
行
き
詰
ま
っ
た
結
果
、『
老
子
』

が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
も
、
戦
後
、
経
済
優
先
で
突
っ
走
っ
て
き

た
。
も
の
が
豊
か
に
な
り
生
活
も
向
上
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

も
あ
る
だ
ろ
う
。
人
生
が
う
ま
く
回
っ
て
い
る
時
は
問
題
な
い
が
、
ひ
と
た
び
社
会
の
歯
車
か

ら
落
ち
こ
ぼ
れ
、
自
分
の
生
き
方
が
見
え
な
く
な
っ
た
時
、
人
は
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
今
か
ら
二
千
年
前
の
思
想
家
が
す
で
に
そ
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
社
会
を
ど
う
乗
り

越
え
る
か
、
ま
た
、
人
間
本
来
の
生
き
方
を
取
り
戻
し
、
い
か
に
心
豊
か
に
生
き
る
か
に
つ
い

て
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。『
老
子
』の
文
章
は
、異
な
る
時
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、『
老
子
』
の
日
本
語
訳
を
書
い
た
加
島
祥
造
は
、『
タ
オ
―
老
子
』
の
あ✳

４

と
が
き
に
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

A
「
老
子
」
は
人
間
に
あ
る
宇
宙
意
識
と
社
会
意
識
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
語
る
。
…
こ
の
大
き

な
バ
ラ
ン
ス
を
「
老
子
」
の
言
葉
か
ら
感
じ
と
る
と
、
人
は
安
ら
ぎ
や
く
つ
ろ
ぎ
の
気マ

マ

持
の

湧
く
の
を
覚
え
る
。

B
こ
の
大
き
な
バ
ラ
ン
ス
の
視
点
か
ら
老
子
は
、
人
間
の
す
る
行
き
過
ぎ
に
警
告
を
発
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
近
世
以
来
の
西
洋
（
欧
米
）
社
会
で
は
、
所
有
（possession
）、
自
己

主
張
（self-assertion

）、
支
配
（dom

ination

）
の
三
つ
の
態
度
が
、
国
に
も
人
び
と
に

も
優
勢
と
な
り
、
今
に
い
た
っ
て
は
そ
れ
が
わ
が
国
に
も
波
及
し
て
い
る
。「
老
子
」
の
時

代
も
同
じ
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
戒
め
て
、「
争
ウ
ナ
」「
自
カ
ラ
足
ル
コ
ト
ダ
」
と
い
っ
た

言
葉
を
い
く
ど
も
発
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
い
ま
、
個
人
に
た
い
し
て
有
用
で
あ
る

ば
か
り
か
、
二
十
一
世
紀
の
世
界
全
体
へ
の
警
告
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

C
老
子
『
道
徳
経
』
が
真
に
革
命
的
な
の
は
、
す
べ
て
が
「
復
帰
」
―T

he　

return　

process

―
の
働
き
の
な
か
に
あ
る
と
説
い
た
こ
と
だ
。
そ
れ
も
天
か
ら
地
へ
の
復
帰
ば
か

り
で
な
く
、
社
会
も
人
間
も
根
に
帰
る
―
す
べ
て
が
、
自
然
か
ら
分
離
す
る
前
の
根
源
へ
帰

る
と
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。」

「
老
子
は
二
千
五
百
年
前
に
中
国
に
い
た
人
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
思
想
が
二
十
世
紀
の
は

じ
め
に
、
欧
米
社
会
に
甦
っ
た
。Zen

（
禅
）
とT

ao

（
老
子
）
は
西
洋
の
知
識
人
の
間
に
深

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
い
ま
も
そ
れ
が
つ
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
欧
米
の
人
と
話
せ
ば
す
ぐ
に

実
感
さ
れ
る
。こ
の
欧
米
に
甦
っ
た
タ
オ
イ
ズ
ム
の
波
が
、東
洋
人
で
あ
る
私
に
達
し
た
の
だ
っ

た
。」 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

積
極
的
に
政
治
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
儒
家
の
思
想
と
は
反
対
に
、
道
家
の
思
想
は
、
世
の
中

や
政
治
に
絶
望
し
た
知
識
人
が
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
際
の
拠
り
所
と
も
な
っ
て
き

た
。
陶
淵
明
は
官
職
を
辞
し
、
田
園
の
居
に
帰
り
、
自
然
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
人
間
の
本
来

の
姿
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
加
島
祥
造
は
『
老
子
』
の
文
章
を
読
む
と
「
人
は
安
ら
ぎ
や
く
つ

ろ
ぎ
の
気
持
の
湧
く
の
を
覚
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。『
老
子
』
の
文
章
は
、二
千
年
以
上
た
っ

た
今
で
さ
え
、
経
済
活
動
で
疲
れ
た
人
々
の
心
を
癒
や
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵ 

現
代
に
お
け
る
日
本
人
と
道
家
の
思
想
の
関
わ
り　

次
に
、
現
代
に
お
い
て
、
日
本
人
は
道
家
の
思
想
を
、
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
漢
文
を
学
ん
で
も
役
に
立
た
な
い
と
感
じ
て
い
る

生
徒
に
、
ぜ
ひ
紹
介
し
た
い
の
は
、
漢
文
で
学
ん
だ
も
の
が
、
新
し
い
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ

た
り
、
座
右
の
銘
と
し
て
生
き
る
た
め
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

①
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
漢
文

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹
は
、『
荘
子
』の「
渾
沌
」と
い
う
話
を
ヒ
ン
ト
に
、

素
粒
子
に
つ
い
て
の
発
見
を
し
た
。
こ
れ
は
漢
文
が
新
た
な
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

南
海
之
帝
為
儵
、
北
海
之
帝
為
忽
、
中
央
之
帝
為
渾
沌
。
儵
与
忽
時
相
与
遇
於
渾
沌
之
　
地
。

待
之
甚
善
。
儵
与
忽
謀
報
渾
沌
之
徳
。
曰
、「
人
皆
有
七
竅
、
以
視
聴
食
息
。
此
独
無
有
。
嘗

試
鑿
之
。」
日
鑿
一
竅
、
七
日
而
渾
沌
死
。

【
書
き
下
し
文
】 
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現
代
社
会
に
お
け
る
漢
文
の
役
割

南
海
の
帝
を
儵
と
為
し
、
北
海
の
帝
を
忽
と
為
し
、
中
央
の
帝
を
渾
沌
と
為
す
。
儵
と
忽
と
、

時
に
相
与
に
渾
沌
の
地
に
遇
ふ
。
渾
沌
之
を
待
す
る
こ
と
甚
だ
善
し
。

儵
と
忽
と
、
渾
沌
の
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
謀
り
て
曰
は
く
、「
人
皆
七
竅
有
り
て
、
以
て
視

聴
食
息
す
。
此
れ
独
り
有
る
こ
と
無
し
。
嘗
試
み
に
之
を
鑿
た
ん
。」
と
。
日
に
一
竅
を
鑿
ち
、

七
日
に
し
て
渾
沌
死
す
。

こ
の
話
は
、
無
為
自
然
な
る
も
の
に
人
為
を
加
え
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
批
判
し
た
荘
子
特
有

の
寓
話
で
あ
る
。
儵
と
忽
が
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
渾
沌
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

と
て
も
歓
待
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、
渾
沌
に
お
礼
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
二
人
は
、
渾
沌
に
は

人
間
が
持
っ
て
い
る
七
つ
の
穴
が
な
い
の
で
、お
礼
と
し
て
渾
沌
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
に
し
た
。

一
日
に
一
つ
ず
つ
穴
を
あ
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
七
日
目
に
渾
沌
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う

話
で
あ
る
。

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
渾
沌
が
死
ん
だ
理
由
も
、
こ
の
話
が
意
味
し
て
い
る
も
の
も
、
初

め
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
話
に
は
生
徒
を
引
き
つ
け
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る

の
か
、
い
つ
も
と
て
も
興
味
深
く
聴
い
て
く
れ
る
。
授
業
で
は
、「
無
為
自
然
」
の
象
徴
で
あ

る
渾
沌
に
、「
人
為
」
の
象
徴
で
あ
る
七
つ
の
穴
を
あ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
渾
沌

は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
寓
意
を
説
明
す
る
。
荘
子
は
根
源
的
な
状
態
に
あ
る
こ
と
で
、
精

神
の
自
由
を
獲
得
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
渾
沌
の
未
分
化
の
状
態
を
、
本
来
人
間
の
あ
る
べ

き
姿
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
で
、
い
つ
も
次
の
よ
う
な
湯
川
秀
樹
の
話 

（『
自
然

に
論
理
を
よ
む
』〈
日
本
の
科
学
精
神 

２ 

自
然
と
論✳

５

理
〉
を
プ
リ
ン
ト
で
紹
介
す
る
。

  「
小
学
校
へ
入
る
前
か
ら
、
漢
学
、
つ
ま
り
、
中
国
の
古
典
を
い
ろ
い
ろ
習
っ
た
。
と
い
っ
て

も
祖
父
に
つ
い
て
素
読
を
し
た
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
は
じ
め
は
意
味
が
全
然
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
…
『
史
記
』
な
ど
の
歴
史
書
は
別
と
し
て
あ
っ
て
、
何
と
な
く
お
し
つ
け
が
ま
し
い

感
じ
が
し
た
。
…
中
学
校
に
入
る
こ
ろ
に
は
…
『
荘
子
』
を
特
に
面
白
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
…
そ
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
、
私
は
老
荘
の
哲
学
を
忘
れ
て
い
た
。
四
、五
年
前
、
素

粒
子
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
最
中
に
、
ふ
と
『
荘
子
』
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。」

と
し
て
、
湯
川
秀
樹
は
こ
の
「
渾
沌
」
の
文
章
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
私
は
長
年
の
間
、
素
粒
子
の
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
今
で
は
三
十
数
種
に
も
及
ぶ
素

粒
子
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
謎
め
い
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
素
粒

子
よ
り
も
、
も
う
一
つ
進
ん
だ
先
の
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
…
一
番

の
根
本
に
な
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
あ
る
決
ま
っ
た
形
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
わ

れ
わ
れ
が
今
知
っ
て
い
る
素
粒
子
の
ど
れ
と
い
う
の
で
も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
素
粒
子
に
分
化

す
る
可
能
性
を
も
っ
た
、
し
か
し
ま
だ
未
分
化
の
何
物
か
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
に
知
っ
て
い
る

言
葉
で
い
う
な
ら
ば
渾
沌
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
、
な
ど
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
こ

の
寓
話
を
思
い
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。」

と
述
べ
、「
素
粒
子
」
の
研
究
の
過
程
で
、
こ
の
寓
話
が
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
近
に
な
っ
て
、
こ
の
寓
話
を
前
よ
り
も
一
層
面
白
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
儵
も
忽
も
素

粒
子
み
た
い
な
も
の
だ
と
考
え
て
見
る
。
そ
れ
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
走
っ
て
い
る
の
で
は

何
事
も
起
こ
ら
な
い
が
、
南
と
北
か
ら
や
っ
て
き
て
、
渾
沌
の
領
土
で
一
緒
に
な
っ
た
。
素
粒

子
の
衝
突
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
一
種
の
二
元
論
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
う
す
る
と

渾
沌
と
い
う
の
は
、
素
粒
子
を
受
け
入
れ
る
時
間
・
空
間
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
い

う
解
釈
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。」

　

発
想
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
は
、
決
し
て
専
門
の
分
野
の
研
究
だ
け
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
理
系
の
人
に
と
っ
て
も
中
国
古
典
が
、
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り

得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
理
系
、
文
系
と
い
う
道
筋
を
決
め
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
こ

と
に
興
味
関
心
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
そ
の
人
の
引
き
出
し
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
、

い
ろ
い
ろ
な
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
湯
川
秀
樹
の
理
論
が
、

こ
の
よ
う
な
中
国
古
典
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
彼
は
最
後
に
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
必
ず
し
も
科
学
の
発
達
の
も
と
に
な
り
う
る
の
は
ギ
リ
シ
ャ
思
想
だ
け
だ
と
も
い
え
な
い
よ

う
に
思
う
。
老
子
や
荘
子
の
思
想
は
、ギ
リ
シ
ャ
思
想
と
は
異
質
な
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
そ
れ
で
一
種
の
徹
底
し
た
合
理
主
義
的
な
考
え
で
あ
り
、
独
特
の
自
然
哲
学
と
し
て
、

今
日
で
も
な
お
珍
重
す
べ
き
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
思
う
。」

　

          　
   　

日
本
人
は
昔
か
ら
素
読
に
よ
っ
て
中
国
古
典
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
湯
川
秀
樹
に

と
っ
て
は
中
国
の
思
想
が
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
す
る
発
見
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
で
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あ
る
。
先
祖
が
読
み
伝
え
て
き
た
も
の
が
「
知
」
の
蓄
積
の
結
果
と
し
て
、
単
に
昔
話
と
し
て

で
は
な
く
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
原
動
力
に
も
な
り
得
る
こ
と
を
、
ぜ
ひ
生
徒
に
も
伝
え
て

い
き
た
い
。

　
②
漢
文
の
言
葉
を
座
右
の
銘
に

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
戦
前
の
大
横
綱
で
あ
っ
た
双
葉
山
が
、
漢
文
の
言
葉
を
座
右
の
銘
と

し
て
、
稽
古
に
励
ん
で
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
双
葉
山
は
、『
荘
子
』
の
「
木
鶏
」
の
揮
毫

を
稽
古
場
に
掲
げ
、
朝
晩
、
額
の
前
に
座
っ
て
、
自
ら
「
木
鶏
」
に
な
る
べ
く
修
行
に
励
ん
だ

と
い
う
。
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

紀
渻
子
為
王
養
闘
鶏
。
十
日
而
問
、「
鶏
已
乎
。」
曰
、「
未
也
。
方
虚
憍
而
恃
気
。」
十
日
又
問
。

曰
、「
未
也
。
猶
応
嚮
景
。」
十
日
又
問
。
曰
、「
未
也
。
猶
疾
視
而
盛
気
。」
十
日
又
問
。
曰
、「
幾

矣
。
鶏
雖
有
鳴
者
、
已
無
変
矣
。
望
之
似
木
鶏
矣
。
其
徳
全
矣
。
異
鶏
無
敢
応
者
、
反
走
矣
。」

（『
荘
子
』
達
生
）

こ
れ
は
、
王
が
紀
渻
子
に
闘
鶏
の
鶏
を
養
わ
せ
た
時
の
話
で
あ
る
。
訓
練
か
ら
三
十
日
ま
で

は
ま
だ
、
戦
え
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
が
、
四
十
日
目
に
し
て
、
他
の
鶏
の
声
を
聞
い
て
も
反

応
せ
ず
、
木
彫
り
の
鶏
の
よ
う
に
な
っ
た
。
徳
が
身
に
つ
き
、
ど
ん
な
鶏
も
こ
の
鶏
の
姿
を
見

た
だ
け
で
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
心
を
無
に
し
て
無
為
自
然
の
境
地

を
体
得
し
た
状
態
、
つ
ま
り
、
無
心
の
状
態
こ
そ
が
真
の
強
さ
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
文
章
を
読
解
し
た
あ
と
、
い
つ
も
次
の
よ
う
な
双
葉
山
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
プ
リ
ン
ト
に

し
て
紹
介
し
て
い
る
。
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

双
葉
山
は
、
六
十
九
連
勝
が
止
ま
っ
た
時
、
親
交
の
あ
る
思
想
家
、
安や
す
お
か岡
正ま
さ
ひ
ろ篤
氏
に
「
い
ま

だ
木
鶏
た
り
え
ず
」
と
い
う
電
報
を
送
っ
た
。
そ
の
出
典
は
『
荘
子
』
の
こ
の
文
章
で
あ
る
。

双
葉
山
は
「
木
鶏
」
の
揮
毫
を
稽
古
場
に
掲
げ
、
朝
晩
、
額
の
前
に
座
っ
て
自
ら
「
木
鶏
」
に

な
る
べ
く
修
行
に
励
ん
で
い
た
。
後
に
、
横
綱
の
白
鵬
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「『
か
ね
て
身
に
付
け
た
も
の
』
が
、
い
つ
で
も
出
て
来
る
よ
う
に
す
る
に
は
『
無
意
識
の
内

に
技
が
出
る
』
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
土
俵
上
で
の
理
想
的
な
取
り
組
み
と
は
〈
無
心
〉
に
な

る
事
で
あ
っ
て
、作
戦
を
考
え
る
の
で
は
な
く
〈
相
撲
の
流
れ
に
応
じ
て
身
体
が
自
然
に
反
応
〉

で
き
れ
ば
良
い
。
相
撲
は
気
持
ち
や
技
と
い
っ
た
部
分
に
こ
だ
わ
り
が
ち
で
あ
る
が
部
分
に
こ

だ
わ
る
と
相
撲
は
と
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
無
意
識
（
勝
つ
と
い
う
邪
念
を
捨
て
る
）
に
相
撲

を
と
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
私
（
白
鵬
）
は
座
禅
を
組
む
事
に
よ
っ
て
瞑
想
（
無
の
境
地
）

の
感
触
を
掴
め
る
様
に
な
っ
て
き
た
。」（『
白
鵬
翔　

相
撲
よ
！
〜
い
ま
だ
木
鶏
た
り
え
ず
〜

に
横
綱
の
品
格
を
学
ぶ
』
よ
り
）

「
無
の
境
地
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
あ
れ
ば
、
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

勝
つ
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
分
を
無
に
す
る
こ
と
が
勝
利
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。「
木
鶏
」

の
話
に
共
感
し
た
双
葉
山
が
、
い
つ
も
稽
古
場
で
こ
れ
を
座
右
の
銘
と
し
て
、
練
習
に
励
ん
で

い
た
話
は
、
漢
文
の
言
葉
が
、
人
の
心
の
支
え
と
な
っ
た
と
い
う
証
拠
で
も
あ
る
。
道
家
の
思

想
以
外
に
も
漢
文
に
は
こ
う
し
た
言
葉
が
多
い
の
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

③
漢
文
と
自
分
と
の
関
わ
り

こ
の
他
、
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
が
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
次
の
老
子
の
「
無
用
之
用
」
を
あ
げ
る
。

　
　

三
十
輻
共
一
轂
。
当
其
無
、
有
車
之
用
。
挻
埴
以
為
器
。
当
其
無
、
有
器
之
用
。
鑿
戸
牖
以

為
室
。
当
其
無
、
有
室
之
用
。
故
有
之
以
為
利
、
無
之
以
為
用
。（『
老
子
』
十
一
章
）

車
輪
は
、
轂
の
空
洞
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
器
は
器
の
中
の

空
洞
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
部
屋
も
中
に
空
間
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
形
が
あ
る
も
の
が
利
益
を
も
た
ら
す
の
は
、
形
の
な
い

も
の
が
役
割
を
果
た
す
か
ら
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。

一
見
、
役
に
立
ち
そ
う
に
な
い
も
の
が
、
役
に
立
つ
と
い
う
考
え
は
、
自
分
の
生
活
を
振
り

返
る
と
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
生
徒
も
、
似
た
よ
う
な
例
と
し
て
、
管
楽
器

の
空
洞
や
掛
け
軸
の
余
白
な
ど
を
挙
げ
る
。
そ
の
後
で
、
例
え
ば
無
駄
で
役
に
立
た
な
い
よ
う

な
仕
事
で
も
こ
つ
こ
つ
や
っ
て
い
る
と
、
後
に
自
分
の
仕
事
に
役
に
立
っ
て
成
功
に
つ
な
が
る

よ
う
な
話
も
紹
介
す
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
時
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
生
徒
た
ち
が
人
生
の

中
で
様
々
な
経
験
を
経
る
中
で
、
ふ
と
こ
の
よ
う
な
文
章
を
学
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
か
も
れ



― 147 ―

現
代
社
会
に
お
け
る
漢
文
の
役
割

な
い
。
広
く
様
々
な
こ
と
を
学
び
、「
知
」
の
蓄
積
を
す
る
こ
と
が
、
自
分
の
力
を
養
う
こ
と

で
あ
り
、
無
駄
で
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
こ
と
で
も
、
そ
れ
は
人
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
お
い

て
は
重
要
で
あ
り
、
無
駄
で
は
な
い
。
折
に
触
れ
、
こ
の
よ
う
な
話
が
で
き
る
こ
と
も
漢
文
の

楽
し
さ
で
あ
る
。

以
上
、
道
家
の
思
想
と
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
中
国
の
古
典
、
特

に
道
家
の
思
想
は
、
現
代
に
お
い
て
も
世
界
で
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
お
り
、
生
き
る
こ
と
に

行
き
詰
ま
っ
た
時
の
拠
り
所
と
し
て
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
は
発
想
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
ま
た
、
あ
る
時
は
座
右
の
銘
と
し
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
漢
文
か
ら
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
も

の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
に
お

い
て
、
漢
文
を
知
ら
な
く
て
も
何
ら
生
活
に
困
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
た

ち
の
精
神
面
に
お
け
る
生
き
方
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

漢
文
は
こ
の
ま
ま
朽
ち
さ
せ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
に
お
い
て
も

こ
の
よ
う
な
漢
文
の
役
割
を
大
い
に
発
揮
さ
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
、
ぜ
ひ
取
り
入
れ
て
い
く
べ

き
だ
と
考
え
た
。

 

2 　

漢
文
が
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
授
業
と
は
？

そ
れ
で
は
、
現
代
に
お
い
て
、
漢
文
の
こ
の
よ
う
な
役
割
を
生
か
す
た
め
に
、
私
た
ち
は
教

室
で
ど
の
よ
う
な
授
業
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た

い
。
ま
ず
、
古
典
の
学
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
要
因
と
し
て
、
文
法
だ
け
教
え
て
終
わ
り
と
い

う
授
業
形
態
が
あ
げ
ら
れ
る
。
教
育
実
習
の
大
学
生
に
、
高
校
時
代
の
古
典
の
授
業
に
つ
い
て

尋
ね
る
と
、
多
く
の
学
生
が
品
詞
分
解
中
心
の
授
業
で
あ
っ
た
と
教
え
て
く
れ
る
。
古
典
文
法

で
終
わ
る
古
典
ほ
ど
退
屈
で
面
白
く
な
い
授
業
は
な
い
だ
ろ
う
。
漢
文
の
場
合
も
、
原
文
を
現

代
語
訳
し
た
だ
け
で
は
わ
か
り
づ
ら
い
。
つ
ま
り
、
現
代
語
に
訳
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と

い
う
だ
け
で
は
、
作
品
の
世
界
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
野
孝
次
、
加
島
祥
造
、
湯
川
秀

樹
も
、
現
代
語
訳
だ
け
で
『
老
子
』
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
漢
文
を
読
む
場
合
に
も
、
現
代
文
を
読
む
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
内
容
を
理
解
で
き
る
よ

う
な
、
わ
か
り
や
す
い
読
解
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
全
体
の
構
成
や
展
開
を
捉
え
て
あ

ら
す
じ
を
つ
か
ん
だ
り
、情
景
や
人
物
の
心
情
を
捉
え
る
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
現
代
語
訳
を
し
た
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
漢
文
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。

⑴ 

漢
文
は
現
代
語
訳
の
後
が
大
切　

ド
イ
ツ
文
学
者
の
中
野
孝
次
は
『
い
ま
を
生
き
る
知
恵
』
の
中
で
、「
老
子
」
を
お
も
し
ろ

い
と
感
じ
た
の
は
、
加
島
祥
造
の
『
タ
オ
―
老
子
』
を
読
ん
で
か
ら
だ
と
述✳

６

べ
て
い
る
。

「
漢
文
の
読
み
下
し
式
で
は
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
し
、
お
も
し
ろ
く
も
な
ん
と
も
な
い
の

で
す
。
そ
こ
で
、
老
子
は
な
ん
と
な
く
私
の
中
に
入
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
…
」

そ
の
よ
う
な
彼
が
、

「
私
は
加
島
祥
造
訳
で
老
子
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
っ
た
の
で
す
。
加
島
祥
造
は
英
文
学
者
で

す
か
ら
、
英
語
訳
の
老
子
―
そ
れ
は
何
十
種
類
と
あ
る
よ
う
で
す
が
―
を
読
ん
で
、
英
語
の
訳

者
は
実
に
自
由
に
訳
し
て
い
る
、
し
か
も
文
学
と
し
て
訳
し
て
い
る
の
に
感
心
し
て
、
こ
ん
ど

は
彼
自
身
が
老
子
の
創
造
的
な
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
も
の
で
す
。」

ま
た
、
加
島
祥
造
は
『
タ
オ
―
老
子
』
の
あ
と
が
き
に
次
の
よ
う
に
書✳

７

い
て
い
る
。

「
私
は
西
欧
文
化
に
甦
っ
た
「
老
子
」
を
英
語
か
ら
キ
ャ
ッ
チ
し
た
。
そ
れ
以
前
の
私
は
、

現
代
の
こ
の
国
の
多
く
の
人
と
同
じ
よ
う
に
、
原
文
や
和
訓
を
読
ん
で
も
、「
老
子
」
が
わ
か

ら
ず
、「
老
子
」
と
は
理
解
で
き
な
い
も
の
、
と
き
め
こ
ん
で
い
た
。」

「
一
九
九
三
年
刊
行
の
『
タ
オ
・
ヒ
ア
・
ナ
ウ
』（
パ
ル
コ
版
）
―
こ
れ
が
私
の
最
初
の
「
老

子
」
訳
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
だ
っ
た
。
原
文
を
参
照
せ
ず
、
幾
冊
も
の
英
語
訳
「
老
子
」
本
を
元

に
し
て
、
生
き
た
口
語
訳
を
試
み
た
の
だ
っ
た
。」

「
今
度
の
こ
の
仕
事
は
、
…
私
は
ま
ず
原
文
と
注
釈
を
見
た
、
そ
し
て
次
に
中
国
人
の
英
語

訳
と
西
洋
人
の
英
訳
を
深
く
読
ん
で
か
ら
、
自
由
口
語
訳
へ
向
か
っ
た
。」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
加
島
祥
造
の
訳
文
は
、
原
典
か
ら
で
は
な
く
、
英
語
を
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
書
き
下
し
文
や
現
代
語
訳
で
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
『
老
子
』
が
、
す
ら
す
ら
と
頭

に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
漢
文
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
っ
て
も
い
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
加
島
祥
造
の
訳
文
を
み
て
い
こ
う
。
例
え
ば
『
老
子
』
の
「
無

為
之
治
」
で
あ
る
。
教
科
書
で
も
よ
く
扱
わ
れ
る
教
材
で
あ
る
。
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不
尚
賢
、
使
民
不
争
。
不
貴
難
得
之
貨
、
使
民
不
為
盗
。
不
見
可
欲
、
使
民
心
不
乱
。
是
以
、

聖
人
之
治
、
虚
其
心
、
実
其
腹
、
弱
其
志
、
強
其
骨
、
常
使
民
無
知
無
欲
、
使
夫
智
者
不
敢
為

也
。
為
無
為
、
則
無
不
治
。（『
老
子
』
三
章
）

　

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
現
代
語
訳
】

賢
者
を
あ
が
め
な
け
れ
ば
、
民
衆
に
争
わ
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
手
に
入
れ
に
く
い
財

宝
を
大
切
な
も
の
と
し
て
尊
ば
な
け
れ
ば
、
民
衆
に
盗
み
を
し
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
欲

し
が
る
も
の
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
民
衆
の
心
を
混
乱
さ
せ
な
く
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う

わ
け
で
、
聖
人
の
政
治
は
、
人
々
の
心
を
空
っ
ぽ
に
し
て
、
そ
の
腹
を
い
っ
ぱ
い
に
し
、
そ
の

意
志
を
弱
く
し
て
、
そ
の
筋
骨
を
強
く
し
て
、
常
に
民
衆
に
無
知
無
欲
で
い
さ
せ
、
知
恵
の
あ

る
者
に
行
動
し
よ
う
と
さ
せ
な
い
の
だ
。
無
為
の
政
治
を
行
え
ば
、
世
の
中
が
治
ま
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
。

現
代
語
訳
だ
け
を
読
む
と
「
賢
者
を
あ
が
め
な
け
れ
ば
、
民
衆
に
争
わ
な
く
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。」「
知
恵
の
あ
る
者
に
行
動
し
よ
う
と
さ
せ
な
い
の
だ
。」
と
あ
り
、「
知
識
」
を
重
視
す

る
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
違
和
感
が
あ
る
。
ま
た
、
老
子
が
言
い
た
い
こ
と
も
わ
か
り

づ
ら
い
。
こ
れ
を
加
島
祥
造
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

【
加
島
祥
造
『
タ
オ
―
老
子
』
の
訳
文
】

　

飯
だ
け
は
た
っ
ぷ
り
喰
う

世
間
が

頭
の
い
い
や
つ
を
褒
め
る
も
ん
だ
か
ら

ひ
と
は
み
ん
な

利
口
に
な
ろ
う
と
あ
く
せ
く
す
る

金
や
宝
石
な
ん
か
を
大
事
に
す
る
も
ん
だ
か
ら

盗
人
が
ふ
え
る
。

世
の
中
が

生
き
る
の
に
必
要
の
な
い
も
の
ま
で

や
た
ら
に
欲
し
が
ら
せ
る
か
ら

み
ん
な
心
が
う
わ
ず
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。

だ
か
ら
道
に
つ
な
が
る
人
は

あ
れ
こ
れ
欲
し
が
る
心
を
抑
え
て

飯
だ
け
は
た
っ
ぷ
り
喰
う
。

野
心
の
ほ
う
は
止
め
に
し
て

骨
を
し
っ
か
り
こ
し
ら
え
る
ん
だ
。

み
ん
な
が

無
用
な
情
報
や
無
駄
な
欲
を
持
た
な
け
れ
ば

ず
る
い
政
治
家
や
実
業
家
だ
っ
て

つ
け
い
る
隙
が
な
い
の
さ
。

そ
う
な
ん
だ
、

無
用
な
心
配
と
餘
計
な
欲
を
ふ
り
す
て
り
ゃ
あ

け
っ
こ
う
道
は
つ
く
も
ん
だ
、

行
き
詰
ま
っ
て
も
―
。 

加
島
祥
造
は
知
恵
に
関
す
る
箇
所
を
「
世
間
が
頭
の
い
い
や
つ
を
褒
め
る
も
ん
だ
か
ら　

ひ

と
は
み
ん
な
利
口
に
な
ろ
う
と
あ
く
せ
く
す
る
」、「
み
ん
な
が
無
用
な
情
報
や
無
駄
な
欲
を
持

た
な
け
れ
ば　

ず
る
い
政
治
家
や
実
業
家
だ
っ
て
つ
け
い
る
隙
が
な
い
の
さ
」と
訳
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
知
恵
の
あ
る
者
」
が
、「
ず
る
い
政
治
家
や
実
業
家
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
章
は
、
時
代
背
景
を
知
ら
な
い
と
分
か
り
に
く
い
。
老
子
の
生
き
た

時
代
は
、
諸
侯
が
覇
権
を
争
い
、
儒
家
を
は
じ
め
と
し
た
遊
説
の
徒
を
賢
者
と
し
て
登
用
し
、

富
国
強
兵
を
進
め
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。「
知
恵
の
あ
る
者
」
と
は
具
体
的
に
は
儒
家
を
初

め
と
す
る
「
遊
説
の
徒
」
を
指
し
て
い
る
。
国
を
強
く
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
民
衆
は

苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。こ
れ
を
批
判
し
た
の
が
老
子
で
あ
っ
た
。こ
の
時
代
背
景
が
は
っ

き
り
分
か
ら
な
く
て
も
、
加
島
祥
造
の
訳
文
は
、
一
回
読
ん
だ
だ
け
で
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、

加
島
祥
造
が
英
訳
か
ら
訳
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
日
本
語
訳
は
、
他
の
作
品
を

読
む
際
に
も
、
文
章
の
内
容
を
深
め
る
上
で
、
大
い
に
役
に
立
っ
た
。
研
究
の
裏
付
け
が
あ
る

も
の
に
限
る
が
、
現
代
語
訳
を
す
る
こ
と
だ
け
で
は
内
容
が
わ
か
り
に
く
場
合
は
、
こ
の
よ
う

な
文
章
を
用
い
る
な
ど
、
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
あ
っ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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⑵ 

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
授
業 　

文
章
の
内
容
を
把
握
し
た
後
、
個
人
の
中
で
そ
の
内
容
を
消
化
さ
せ
、
深
め
て
い
く
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の

人
の
考
え
方
を
知
り
、
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
で
「
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
」

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
法
家
の
韓
非
子
の
「
公
私
相
背
」
を
取
り
上
げ
た
。

楚
人
有
直
躬
。
其
父
窃
羊
而
謁
之
吏
。
令
尹
曰
、「
殺
之
。」
以
為
「
直
於
君
、
而
曲
於
父
。」

執
而
罪
之
。
以
是
観
之
、
夫
君
之
直
臣
、
父
之
暴
子
也
。
魯
人
従
君
戦
、
三
戦
三
北
。
仲
尼
問

其
故
。
対
曰
、「
吾
有
老
父
、
身
死
莫
之
養
也
。」
仲
尼
以
為
孝
、
挙
而
上
之
。
以
是
観
之
、
夫

父
之
孝
子
、
君
之
背
臣
也
。
故
令
尹
誅
而
楚
姦
不
上
聞
、
仲
尼
賞
而
魯
民
易
降
北
。
上
下
之
利
、

若
是
異
也
。
而
人
主
兼
挙
匹
夫
之
行
、
而
求
致
社
稷
之
福
、
必
不
幾
矣
。
古
者
蒼
頡
之
作
書
也
、

自
環
者
謂
之
私
背
私
謂
之
公
。
公
私
之
相
背
也
、
乃
蒼
頡
固
以
知
之
矣
。
今
以
為
同
利
者
、
不

察
之
患
也
。（『
韓
非
子
』
五
蠧
）

こ
の
話
は
、
孔
子
の
徳
治
主
義
を
批
判
し
、
法
治
主
義
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
楚
の
国

の
直
躬
は
父
親
が
羊
を
盗
ん
だ
こ
と
を
役
人
に
告
げ
た
た
め
に
殺
さ
れ
た
。
ま
た
、
魯
の
国
の

人
は
年
老
い
た
父
親
を
養
う
た
め
に
戦
場
か
ら
逃
走
し
た
が
、
孔
子
は
彼
を
親
孝
行
だ
と
称
賛

し
た
。
そ
の
後
、
楚
の
国
で
は
悪
事
が
君
主
の
耳
に
入
ら
な
く
な
り
、
魯
の
国
で
は
人
々
が
戦

場
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
家
の
統
制
が
と
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
韓

非
子
は
「
公
私
」
両
方
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、「
私
」
よ
り
も
「
公
」
を
優

先
し
な
い
と
国
家
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
話
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
す
る
に
は
と
て
も
良
い
素
材
に
な
る
。
特
に
直
躬
の
話
は
、「
正
直
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
概

念
が
、
反
対
に
父
を
死
に
至
ら
し
め
た
マ
イ
ナ
ス
の
概
念
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
一
般
的
な
概
念
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
重
大
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
直
躬
の
話
は
、
次
に
あ
げ
た
作
品
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

○
『
論
語
』
…
孔
子
が
「
本
当
の
正
直
者
と
は
父
は
子
の
た
め
に
隠
し
、
子
は
父
の
た
め
に
隠

す
の
で
、
直
躬
は
正
直
者
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。（
子
路
篇
）

○
『
呂
氏
春
秋
』
…
こ
の
あ
と
直
躬
が
父
の
身
代
わ
り
に
処
刑
さ
れ
る
こ
と
を
申
し
出
て
、
刑

場
に
連
れ
て
行
か
れ
た
が
、
正
直
者
で
孝
行
者
だ
と
い
う
理
由
で
刑
を
免
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
孔
子
は
「
一
人
の
父
で
信
と
孝
の
二
つ
の
名
声
を
博
す
よ
う
な
正
直
な
ら
、
な
い
方
が

ま
し
だ
」
と
直
躬
を
非
難
し
て
い
る
。（
当
務
篇
）

○
『
荘
子
』
…
「
男
子
た
る
者
が
自
分
の
言
葉
を
正
し
い
と
し
、
自
分
の
行
為
に
こ
だ
わ
る
た

め
に
、
こ
の
よ
う
な
災
禍
や
思
い
に
か
か
る
の
で
あ
る
」
と
説
く
。（
盗
跖
篇
）

○
『
淮
南
子
』
…
「
直
躬
は
父
親
が
羊
を
盗
ん
だ
こ
と
を
証
言
し
た
た
め
に
死
ん
だ
。
こ
れ
で

は
ど
ん
な
に
誠
実
で
あ
っ
て
も
、
一
体
誰
が
尊
敬
し
よ
う
」
と
あ
る
。（
氾
論
訓
）

『
韓
非
子
』
で
は
直
躬
を
評
価
し
た
の
に
対
し
、『
論
語
』『
呂
氏
春
秋
』
で
は
非
難
し
、『
荘
子
』

『
淮
南
子
』
で
は
、
直
躬
を
単
に
「
信
」
に
固
執
す
る
愚
か
な
者
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
話
も
紹
介
し
な
が
ら
、
自
分
で
あ
れ
ば
ど
う
い
う
選
択
を
す
る
の
か
を
考
え
さ
せ
た
い
。

ど
の
立
場
を
と
る
か
は
結
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
正
解
の
な
い

問
題
は
多
い
。
生
徒
が
自
分
で
考
え
、
意
見
を
戦
わ
せ
る
こ
と
は
、
現
代
の
社
会
を
考
え
る
上

で
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
難
し
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｃ
を

活
用
し
て
、
フ
ォ
ー
ム
で
感
想
を
書
か
せ
、
そ
れ
を
ク
ラ
ス
で
共
有
す
る
活
動
も
可
能
で
あ
る
。

今
回
は
思
想
教
材
を
中
心
に
提
案
を
し
て
き
た
が
、
思
想
以
外
に
も
「
漁
父
辞
」
や
「
項
羽
と

劉
邦
」な
ど
漢
文
の
話
に
は
、デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
可
能
な
文
章
が
多
い
。
授
業
の
中
で
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
間
を
と
る
の
は
難
し
い
が
、
た
だ
現
代
語
訳
だ
け
で
終
わ
ら
せ
ず
、
自
分

の
考
え
を
深
め
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
効
果
的
で
あ
る
。　

③
漢
文
の
学
習
に
一
律
に
活
動
を
組
み
込
む
こ
と
の
危
険
性

新
学
習
指
導
要
領
に
は
、

「
高
等
学
校
で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
言
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、
依
然
と

し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授
業
改
善
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
。」
と
の
指✳

✳

摘
が
あ
る
。

し
か
し
、
教
科
の
特
性
上
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
古
典
の
授
業
を
考
え
る

と
、
活
動
は
授
業
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
意
味
が

な
い
。
古
典
の
場
合
は
「
自
由
に
自
分
の
力
で
読
ん
で
み
よ
う
」
で
は
、
独
り
よ
が
り
の
解
釈

が
出
て
、
今
ま
で
研
究
者
が
積
み
重
ね
て
き
た
研
究
成
果
も
踏
ま
え
な
い
も
の
に
な
る
。
や
は

り
、
最
初
は
知
識
を
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
典

は
、
内
容
を
理
解
し
、
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
活
動
が
可
能
に
な
る
。

た
と
え
ば
、『
老
子
』
の
「
無
為
之
治
」
に
お
い
て
「
知
識
が
必
要
な
い
と
い
う
考
え
は
お

か
し
い
」
と
い
う
結
論
に
な
る
よ
う
な
話
し
合
い
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
漢
詩
の
鑑
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賞
も
、
作
者
の
経
歴
や
時
代
背
景
、
さ
ら
に
今
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
ず
に
行
う
の
も
危

険
で
あ
る
。
最
終
的
に
話
し
合
い
の
結
果
を
ど
こ
に
落
ち
着
か
せ
る
か
と
い
う
見
通
し
の
な
い

活
動
は
、
か
え
っ
て
生
徒
を
違
う
方
向
へ
導
い
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
教
員
自
身
が
あ
る
程
度
、

最
終
的
に
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
話
し
合
い
を
持
っ
て
行
く
か
と
い
う
見
通
し
を
た
て
な
い
と
、

活
動
と
し
て
の
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は

「
古
典
の
作
品
に
関
連
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
様
々
な
資
料
を
調
べ
、
そ
の
成
果
を
発
表
し

た
り
報
告
書
な
ど
に
ま
と
め
た
り
す
る
」

な
ど
の
具
体
的
な
言
語
活
動
例
が
示✳

９

さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
、
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
調
べ

学
習
を
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
た
だ
単
に
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
コ
ピ
ペ
し
て
、

調
べ
学
習
が
よ
く
で
き
た
と
褒
め
て
い
い
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
生
徒
は
授
業
の
予
習
で
も
、

ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
教
科
書
の
作
品
の
現
代
語
訳
を
そ
の
ま
ま
ノ
ー
ト
に
写
し
て
来
る
。
自

分
で
苦
労
し
て
訳
し
て
み
よ
う
と
し
な
い
生
徒
が
増
え
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
訳
に

な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
予
習
し
た
と
し
て
も
力

が
つ
か
な
い
。
教
育
実
習
生
で
さ
え
、
本
を
調
べ
る
よ
り
も
、
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
そ
れ
を

コ
ピ
ペ
し
て
授
業
に
使
っ
て
い
た
。
授
業
と
し
て
は
成
立
し
て
い
た
が
、
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
は

玉
石
混
淆
で
あ
り
、
間
違
っ
た
情
報
も
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
た
結
果
、
長

い
間
の
研
究
の
蓄
積
を
無
視
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
自
分
で
し
っ
か
り
調
べ
る
よ
う
に
注

意
し
て
も
、
ど
の
本
を
ど
の
よ
う
に
調
べ
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
漢
和
辞
典
を
こ
つ
こ

つ
ひ
い
た
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
今
後
、
ネ
ッ
ト
か
ら
情
報
を
取
り
入
れ
、
Ｐ
Ｃ
を
利

用
し
た
授
業
が
提
案
さ
れ
て
い
く
時
代
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
教
え
る
側
は
、
生
徒
が

調
べ
て
き
た
資
料
が
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ペ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ

を
注
意
し
、
正
し
い
調
べ
方
を
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
力
が
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
に
も
、
教
員
は
常
に
教
材
研
究
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

3 　

こ
れ
か
ら
の
漢
文
教
育

本
論
文
に
お
い
て
、
1
で
は
、
道
家
の
思
想
と
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、

道
家
の
思
想
が
海
外
で
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、
日

本
に
お
い
て
も
、
発
想
の
ヒ
ン
ト
や
、
生
き
る
た
め
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
た
漢
文
の
役
割
を

見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
思
想
に
関
す
る
作
品
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
関

し
て
も
同
じ
よ
う
な
視
点
で
漢
文
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
2
で
は
、
漢
文

が
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
授
業
を
考
え
て
み
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
今
後
の
漢
文
教
育
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
提
案
を
し
て
い
き
た
い
。

⑴ 

教
養
と
は
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
る
も
の　

高
校
で
漢
文
を
学
ん
で
も
、
多
く
の
生
徒
が
受
験
が
終
わ
り
、
社
会
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と

漢
文
と
は
全
く
縁
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
年
齢
を
経
て
人
生
経
験
を
重
ね
る
中
で

「
荘
子
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
、
そ
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
な
あ
」
と
か
、

「
友
人
と
別
れ
る
時
の
気
持
ち
は
、
あ
の
漢
詩
に
あ
っ
た
も
の
と
同
じ
だ
。
上
手
い
表
現
だ
っ

た
な
あ
」
と
生
活
の
中
の
一
コ
マ
で
、
漢
文
で
学
ん
だ
も
の
が
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
よ

り
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
い
間
忘
れ
て
い
て
も
い
い
。
す
ぐ
に
生
活
に
役
立
つ
も

の
、
目
の
前
の
利
益
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
ふ
と
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
生
が
豊
か
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

教
養
と
は
人
生
の
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
高
校
生
が
今
日

学
ん
だ
か
ら
す
ぐ
に
そ
れ
を
理
解
し
て
、
生
活
に
役
立
て
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
学
ん
だ
こ

と
が
多
く
の
人
生
経
験
を
経
る
中
で
熟
成
さ
れ
、
生
き
て
い
く
際
の
拠
り
所
と
な
る
の
が
漢
文

で
あ
り
、
古
典
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑵ 

学
校
教
育
は
漢
文
と
つ
な
が
る
唯
一
の
場

一
般
の
人
が
人
生
で
漢
文
に
触
れ
る
き
っ
か
け
は
、
や
は
り
学
校
教
育
で
あ
る
。
漢
文
を
原

文
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
学
校
教
育
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
学
ば
な
け
れ
ば
、
一
生
漢
文

を
知
ら
な
い
生
徒
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
教
育
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

社
会
人
に
な
っ
た
時
に
も
う
一
度
漢
文
を
読
も
う
と
い
う
人
も
出
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
学
校
で
の
漢
文
教
育
は
、
日
本
文
化
の
継
承
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
社
会
人
に
な
っ
て
、
も
う
一
度
古
典
を
読
ん
で
み
た
い
と
生
徒
に
思

わ
せ
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
さ
せ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
中
野
孝
次
や
加

島
祥
造
の
よ
う
に
、現
代
語
訳
だ
け
で
は
な
く
、英
訳
の
利
用
な
ど
の
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
は
、
湯
川
秀
樹
が
漢
文
に
興
味
を
持
っ
た
よ
う
に
、
漢
文
の
素
読
が

役
に
立
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
、
生
徒
自
身
が
自
分
の
生
き
方
や
も
の
の

見
方
と
結
び
つ
け
て
漢
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
古
典
を

読
ん
だ
こ
と
で
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
体
験
を
す
る
こ
と



― 151 ―

現
代
社
会
に
お
け
る
漢
文
の
役
割

が
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
に
出
て
も
、
古
典
に
興
味
関
心
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
涯
、
古
典
を
読
み
続
け
て
い
る
人
は
、

社
会
の
中
の
ほ
ん
の
一
部
の
人
間
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
の
中
で
し

か
触
れ
る
こ
と
の
な
い
古
典
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
う
い
う
授
業
を
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
人

の
一
生
に
残
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑶ 

漢
文
教
育
に
お
け
る
今
後
の
課
題

こ
れ
ま
で
学
習
指
導
要
領
は
数
年
の
周
期
で
変
化
し
、
生
徒
に
ゆ
と
り
を
持
た
せ
る
た
め
に

内
容
が
精
選
さ
れ
た
時
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
反
動
と
し
て
知
識
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
さ
せ
よ

う
と
内
容
を
増
や
し
た
時
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
教
員
の
一
方
的
な
授
業
で
は
な
く
生
徒
の
主
体

的
な
学
び
を
目
指
し
、ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ン
ニ
ン
グ
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
現
代
文
」
の
文
学
教
材
が
「
言
語
文
化
」
に
入
り
、
古
典
と

と
も
に
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
活
用
も
急
速
に
進
ん
だ
。
こ
う
し

た
振
り
子
の
よ
う
に
揺
れ
る
国
の
方
針
に
よ
っ
て
、
現
場
の
教
員
は
翻
弄
さ
れ
、
常
に
新
し
い

指
導
方
法
を
要
求
さ
れ
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
当
に
現
場
か
ら
の
声
を
反

映
し
た
も
の
な
の
か
疑
問
で
は
あ
る
が
、
最
近
で
は
そ
う
い
っ
た
も
の
に
振
り
回
さ
れ
な
い
、

核
心
の
よ
う
な
も
の
を
教
員
が
持
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
教
員
が
怠
る
こ
と
な
く
教
材
研
究
を
行
い
、
し
っ
か
り
と
し
た
教
材
観
を
持
っ
て
さ

え
い
れ
ば
、
学
習
指
導
要
領
が
変
わ
っ
て
も
、
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
い
く
ら
新
し
い
や
り
方

を
取
り
入
れ
て
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
教
材
の
読
み
が
で
き
て
い
な
い
と
、
良
い
授
業
に
は
な

ら
な
い
。

以
前
、
電
車
で
漢
文
を
読
ん
で
い
た
時
、
隣
に
座
っ
た
中
国
人
に
「
あ
な
た
は
こ
れ
が
読
め

る
の
で
す
か
？
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
中
国
人
で
も
読
め
ま
せ
ん
よ
。」
と
話
し
か
け
ら
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
国
の
古
典
で
あ
る
。
中
国
人
に
と
っ
て

も
古
典
は
難
し
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
国
の
古
典
を
、
日
本
人
は
祖
先
が
考

え
出
し
た
訓
読
と
い
う
方
法
で
、
日
本
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
本
家
の
中
国

に
肩
を
並
べ
る
だ
け
の
研
究
も
あ
る
。
日
本
人
は
こ
れ
ら
の
文
化
遺
産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

誇
り
に
し
て
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
な
る
が
、
古
典
が
軽
視
さ
れ
る
の
は
、
大
人
に
も
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
高
校
生
の
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
の
は
、
生
徒
の
責
任
だ
け
で
は
な
く
、
社
会

全
体
が
、古
典
に
価
値
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
後
、

日
本
社
会
は
経
済
や
科
学
技
術
の
発
展
に
力
を
入
れ
て
来
た
。
こ
う
し
た
中
で
「
人
と
し
て
ど

う
生
き
る
か
」
を
考
え
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
余
裕
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
典
に

対
す
る
学
習
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
社
会
全
体
が
文
化
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
注
）
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文
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『
高
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学
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編
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⑵
科
目
構
成
の
改
善

＊
２
・
６　

中
野
孝
次
『
い
ま
を
生
き
る
知
恵
』p122   

　
　
　
　
　
　
　
　

第
九
回　

無
為
の
思
想
老
子    

訳
か
ら
知
る
老
子

＊
３   

「
…
」
は
本
文
を
一
部
省
略
し
た
こ
と
を
示
す
。
引
用
文
、
以
下
同
じ
。

＊
４
・
７　

加
島
祥
造 

『
タ
オ
―
老
子
』　p230

   

あ
と
が
き
Ⅱ

＊
５  

『
自
然
に
論
理
を
よ
む
』　p43   

Ⅰ　

●
湯
川
秀
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西
の
思
想

＊
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科
省
『
高
等
学
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（
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
け
る
国
語
科
の
成
果
と
課
題
）

＊
９　

文
科
省
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学
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解
説
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⑻ 

各
科
目
の
要
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古
典
探
究
】

【
参
考
文
献
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中
野
孝
次
『
い
ま
を
生
き
る
知
恵
』
岩
波
書
店　
　

二
〇
〇
二
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島
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オ
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子
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摩
書
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二
〇
〇
〇
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日
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神 

２ 

自
然
と
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『
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を
よ
む
』
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修　
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見
康
治　

工
作
舎　

一
九
七
八
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翔
『
相
撲
よ
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』
角
川
書
店　
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年

文
科
省
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等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
（
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成
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示
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国
語
編
』 

平
成
30
年
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