
大
学
生
の
国
語
国
文
学
の
教
養
の
現
状

大
分
大
学
　
於
　
田
　
正
　
義

最
初
わ
た
し
は
「
大
学
生
の
言
語
生
活
の
実
態
」
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
ど
報
告
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
主

催
大
学
か
ら
重
ね
て
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
少

し
趣
き
を
琴
見
て
、
国
語
国
文
学
科
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題

と
か
、
教
官
組
桟
の
問
題
も
な
い
し
は
教
授
方
法
の
こ
と
に
ふ
れ
た
ら

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
方
面
の
専
門
豪
で
も
な
い
の
に
、

こ
の
よ
う
に
指
定
し
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
多
分
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
察
し
た
わ
け
で
す
。

1
昨
年
で
し
た
か
、
全
国
の
大
学
と
高
等
学
校
お
の
お
の
百
校
を
選

∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
∵
-
-
1
'
'
:
'

を
「
国
語
学
」
　
(
第
四
十
九
轍
)
に
報
告
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
が

お
目
に
と
ま
っ
て
こ
う
い
う
ハ
メ
に
陥
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
や
む
を
え
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
時
に
調
査
し
た
資
料
に
、

そ
の
後
孝
乙
た
り
、
調
べ
た
り
し
た
こ
と
を
ま
じ
え
て
、
_
ぉ
話
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

一
教
官
組
総
の
不
均
衡

ま
ず
、
教
官
紐
級
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
'
た
い
へ
ん
不
均
衡
な
状

態
に
あ
り
ま
す
。
(
こ
れ
に
つ
い
て
の
了
ソ
ケ
J
L
は
二
年
ば
か
り
前

に
な
り
ま
す
が
、
今
も
そ
う
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
)
文
科

系
大
学
学
部
(
1
舷
大
学
の
国
語
国
文
学
科
へ
ま
た
は
そ
れ
に
期
す
る

も
の
)
で
は
、
国
語
学
の
教
官
と
国
文
学
の
教
官
と
は
四
対
五
の
比
率

で
、
ほ
ぼ
均
衡
が
と
れ
て
お
り
ま
す
し
、
各
大
学
も
こ
の
点
に
は
'
ま

あ
問
題
は
な
い
と
い
う
ご
意
見
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
文
学
の
中
を

少
し
分
析
し
て
み
ま
す
と
、
そ
の
不
均
衡
が
か
な
り
日
だ
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
申
し
あ
げ
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
お
ま
か
に
古

典
文
学
(
些
戸
以
前
)
と
現
代
文
学
(
明
治
以
降
)
に
分
け
で
み
ま
す

と
、
古
典
七
、
現
代
一
と
い
う
比
率
に
な
り
ま
す
。
ど
こ
の
大
学
も
現

代
文
学
専
門
教
官
の
不
足
を
か
こ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

次
に
、
教
育
系
大
学
(
教
員
養
成
大
学
学
部
)
の
ほ
う
は
、
国
語
学
・
国

文
学
・
漢
文
学
・
書
道
、
そ
れ
に
国
語
科
教
育
と
い
う
五
つ
の
分
野
に

分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
国
語
学
が
国
文
学
の
塊
と
い
う
貧

弱
さ
で
す
・
こ
れ
を
教
育
職
員
免
許
法
の
単
位
数
と
照
合
し
て
み
ま
す

と
、
国
語
学
が
著
し
-
少
な
い
こ
せ
が
わ
か
り
ま
す
O
ま
た
、
国
文
学

の
中
で
も
も
や
は
り
現
代
文
学
過
当
の
教
官
が
著
し
く
少
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
他
ー
教
官
組
紙
の
不
均
街
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
~

こ
れ
を
こ
こ
ろ
み
に
卒
業
論
文
　
(
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
暇

は
あ
り
ま
せ
ん
が
)
　
の
テ
ー
マ
と
懸
り
し
あ
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
0

現
代
文
学
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
ぶ
学
生
が
、
過
章
二
か
年
の
資
料

に
よ
り
ま
す
と
、
文
科
系
大
学
で
4
 
1
%
、
教
育
系
大
学
で
5
3
%
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
代
文
学
の
教
官
は
、
か
く
の
ご
と
く
不

足
し
て
い
る
の
に
、
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
現
代
文
学
を
選
ぶ
学
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生
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
イ
ピ
ッ
な
状
態
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
各
大
学
と
も
深
刻
な
悩
み
の
一
つ
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
あ
り
ま
す
。

せ
ん
だ
っ
て
(
約
・
t
M
・
豊
国
立
大
学
の
講
座
・
学
科
目
が
省
令
化

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
と
教
官
組
紙
の
問
題
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
文
科
系
大
学
の
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
生
か
す

た
め
に
、
講
座
の
組
織
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
を

全
体
的
に
統
計
化
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
む
ず
か
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
こ
で
1
応
教
育
系
大
学
4
6
(
う
ち
学
芸
学
部
5
)
に
つ
い
て
統

計
を
と
っ
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
o
　
党
ほ
ど
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
教
育
系
大
学
に
は
国
語
学
と
国
文
学
・
漢
文
学
・
書
道
、
そ
れ
に

国
語
科
教
育
と
い
う
五
本
の
柱
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
完
全
に
備
え
て

い
る
の
を
か
り
に
「
完
全
組
織
」
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
教
官
定

員
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
、
と
も
か
-
も
1
応
「
完
全
組
紋
」
を
省
令

と
し
て
持
ち
え
た
大
学
が
5
4
%
、
2
 
1
大
学
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
に
学

芸
学
部
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
Q
で

す
か
ら
お
%
の
大
学
は
「
不
完
全
組
絃
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
中
に
は
、
五
本
の
柱
の
一
つ
を
欠
い
て
い
る
も
の
、
二
つ
欠
い
て

い
る
も
の
、
三
つ
も
欠
い
て
た
っ
た
二
つ
だ
け
で
経
営
し
て
い
る
と
い

ぅ
、
そ
う
い
う
学
部
も
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
国
語
教
育
と
い
う
柱
を

た
て
て
い
な
い
大
学
が
E
'
約
%
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に

問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
理
想
の
教
官
組
紋
と
い
う
も
の
を
ど
う
お
さ
え
た
ら
よ
い
か

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
孝
見
方
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
わ
た
し
の
試
案
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま

す
。
免
許
法
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
み
ま
す
と
う
ご
く
普
通
の
規
模
の
教

員
養
成
大
学
で
は
、
こ
の
五
つ
の
学
科
目
を
、
九
人
な
い
し
十
人
で
経

営
し
て
い
-
な
ら
ば
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
ま
ず

と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
語
学
二
、
国
文
学

三
へ
漢
文
学
1
、
書
道
1
、
国
語
科
教
育
7
、
そ
れ
に
も
う
ひ
と
り
ぐ

ら
い
は
フ
リ
ー
な
者
が
欲
し
と
思
い
ま
す
。
そ
の
国
文
学
三
の
中
の
一

名
は
、
必
ず
現
代
文
学
の
専
門
家
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
以
上
は
学
芸
学
部

の
場
合
で
す
が
、
こ
れ
が
教
育
学
部
と
な
る
と
非
常
に
む
ず
か
し
い
の

で
す
。
差
知
の
よ
う
に
、
お
お
む
ね
「
専
門
」
と
い
う
の
が
他
の
学
　
I

部
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
教
育
学
部
だ
け
で
完
全
組
織
を
持
つ
こ
と
　
2

か
む
ず
か
し
-
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
現
に
　
l

信
州
大
学
を
は
じ
め
、
静
岡
・
愛
媛
・
広
島
・
鹿
児
島
な
ど
は
教
育
学

部
で
あ
り
な
が
ら
、
ち
ゃ
ん
と
完
全
組
紙
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
広
島
大
学
と
東
京
教
育
大
学
と
は
、
教
育
学
部
の
中
に
「
国

語
教
育
」
と
い
う
「
講
座
」
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
ド
ク
タ
ー
コ

ー
ス
の
講
睦
で
す
。
も
う
国
語
教
育
を
専
門
と
す
る
マ
K
,
ク
ー
や
ド
ク

タ
ー
か
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方

が
ま
ず
、
各
教
育
系
大
学
に
配
置
さ
れ
、
ひ
い
て
は
7
投
の
文
科
系
大

学
に
も
配
属
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
れ
ば
、
こ
の
方
面
は
非
常
に
強

化
さ
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。



ニ
　
単
位
制
庇
の
是
非

-
教
育
班
境
と
教
授
方
法
の
問
題
1

号
与
ら
れ
た
時
間
が
少
な
い
の
で
、
詳
L
y
申
し
あ
げ
る
暇
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
次
に
単
位
制
鹿
の
是
非
に
つ
い
て
へ
調
査
の
結
果
と
わ
た

し
の
考
え
を
簡
単
に
申
し
あ
げ
ま
す
。

戦
後
、
新
制
大
学
が
発
足
し
た
と
き
に
今
の
よ
う
な
単
位
制
慶
が

「
大
学
設
置
基
準
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど

存
知
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
輸
入
し
た
と
い
う
よ
う

な
性
質
の
も
の
で
す
。
了
メ
-
カ
の
よ
う
な
潤
沢
な
教
育
環
境
を
も
た

な
い
日
本
で
へ
そ
の
形
だ
け
を
ま
ね
た
も
の
で
す
か
ら
、
非
常
な
批
難

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
っ
そ
学
年
制
に
し
た
方
が
よ
い
と
い
う

よ
う
な
極
端
な
意
見
ま
で
と
び
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
わ
た
し
は
'
必

ず
し
も
そ
う
は
寧
乙
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
の
単
位
制
慶
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
活
用
し
て
い
く
よ
う
に
お
互
に
努
力
し
て
い
-
べ
き
だ
と
思
っ
て
象

り
ま
す
o
そ
こ
で
、
こ
の
面
も
ア
ン
ケ
-
・
L
で
調
査
し
て
み
ま
し
た
o
そ

の
結
果
、
こ
の
制
度
で
は
力
が
つ
か
な
い
と
い
う
回
答
が
大
半
で
し
た
。

し
か
し
全
然
望
み
が
な
い
わ
け
で
は
な
-
て
、
こ
の
制
度
を
完
全
な
も

の
に
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
前
向
き
の
回
答
が

か
な
り
多
か
っ
た
こ
と
を
ご
報
告
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
図
書
そ
の
他
機
械
器
具
の
設
備
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
す
る
こ
と
、
教

官
の
充
実
、
単
位
数
の
拡
充
へ
そ
れ
に
教
授
方
法
の
改
善
、
こ
う
い
う

こ
と
に
力
を
注
ぐ
な
ら
ば
、
今
の
単
位
制
慶
は
や
は
り
学
力
を
つ
け
る

制
度
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
ご
見
解
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し

も
こ
れ
に
は
大
賛
成
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
あ
げ
ま
し
た
三
つ
、
四

つ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
申
し
あ
げ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

第
1
は
教
授
方
法
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ど
承
知
の
よ
う
に
、

小
学
校
や
中
学
校
で
は
非
常
に
熱
心
に
研
究
な
さ
れ
る
よ
う
で
す
が
[

高
等
学
校
と
な
る
と
も
う
あ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
な

い
。
そ
れ
が
大
学
と
も
な
る
と
、
教
授
法
な
ど
を
頭
か
ら
ば
か
に
し
て

か
か
る
と
い
う
空
気
が
強
い
よ
う
で
す
o
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
め
い

め
い
の
姿
勢
で
「
わ
が
道
を
ゆ
く
」
と
い
う
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
や
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
.
は
た
か
ら
日
の
出
し
ょ
う
が
な
い
。
へ
た
に
出
す

と
「
内
政
干
渉
」
呼
ば
わ
り
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
互
い

に
牽
制
し
合
い
へ
敬
遠
し
合
っ
て
、
日
本
の
大
学
で
は
こ
う
い
う
問
題

右
語
り
あ
う
共
通
の
場
が
造
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
れ
が
ど
の
よ
う
な

教
え
方
を
し
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
互
に
干
渉

も
し
な
い
、
知
ら
さ
れ
も
し
な
い
。
学
内
の
声
も
開
か
な
け
れ
ば
、
学

外
の
そ
れ
も
開
く
耳
持
た
ぬ
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
、
従
来
か
ら
や
っ

て
き
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
今
日
で
も
殆
ど
続
い
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
確
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
1
股
的
に
見
て
講

演
型
(
学
生
の
側
か
ら
い
え
ば
ノ
ー
・
1
型
)
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
テ
キ

ス
,
L
の
講
釈
型
が
圧
倒
的
に
多
く
て
、
学
生
は
常
に
受
身
の
立
場
に
置

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
学
で
の
ふ
つ
う
の
在
り
方
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
い
う
や
り
方
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
式
の
単
位
制
庇
と
い
う

も
の
を
そ
の
形
式
だ
け
輸
入
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
.
た
ち
ま
ち
「
こ
れ
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で
は
学
力
が
つ
か
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
毎
週
あ
ら
か
じ
め

テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
れ
に
必
要
な
参
考
書
を
指
定
し
て
お
き
ま
す
。

学
生
は
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
書
物
を
図
書
館
か
ら
借
り
出
し
て
勉
強

す
る
。
指
定
さ
れ
た
古
物
は
学
生
の
数
は
ど
用
意
さ
れ
て
あ
り
ま
す
か

ら
、
早
い
者
障
ち
な
ん
て
こ
と
を
す
る
必
要
は
さ
ら
に
な
い
。
学
生

は
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
調
査
研
究
し
て
教
室
に
の
ぞ
み
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
め
い
め
い
の
見
解
を
述
べ
あ
う
。
ど
こ
ま
で
も
学
生
が
自
主
的
に

研
究
し
、
自
主
的
に
討
議
を
進
め
て
い
き
、
教
官
は
助
言
者
の
立
場
に

立
っ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
-
り
返
し
て
い
っ
て
は
じ
め
て
充
実

し
た
単
位
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
教
室
で
講
義
を
一
時
間
受
け
る

た
め
に
課
外
で
二
時
間
の
勉
強
を
す
る
と
い
う
「
大
学
基
準
」
で
決
め

ら
れ
た
と
お
り
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
で
は
実
際
に
や
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
で
き
る
よ
う
な
教
育
環
境
を
つ
-
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が

日
本
で
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
う
い
う
環
境
を
準
え
て
い
く
こ
と
、
ま
た

貧
弱
な
環
境
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
効
率
的
な
教
授
方
法
を
研
究
し
て
い

く
こ
と
、
こ
れ
が
今
日
の
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
実
情
は
は
た
し
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

先
般
、
湯
川
さ
ん
が
こ
う
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
(
日
教
組
教
育
研

究
全
国
集
会
で
の
記
念
請
溝
)
。
「
わ
た
し
は
『
研
究
』
の
方
面
で
は

少
し
は
自
信
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
『
教
育
』
の
こ
と
に
関
し

て
は
む
ず
か
し
く
っ
て
'
何
を
な
し
え
た
か
、
ま
た
何
が
突
放
で
あ
っ

た
空
　
侶
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
」
そ
う
い
う
こ
と
空
己
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
教
育
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
'
何
と
な
く
本

当
の
専
門
家
だ
と
い
う
ふ
う
に
評
価
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
す
り

か
え
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
湯
川
さ
ん
な
ん
か
は
、
非
常
に
教
育
と
い

ぅ
こ
と
に
は
熱
心
な
方
な
ん
で
す
。
「
わ
か
ら
な
い
、
何
と
か
わ
か
ろ

ぅ
と
思
っ
て
常
に
わ
た
し
は
努
力
し
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
ふ
う
に
彼

は
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
な
く
て
、
教
育
の
こ

と
を
知
ら
な
い
の
が
名
誉
で
で
も
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
が
大
学

人
に
は
多
い
よ
う
で
す
。
せ
ん
だ
っ
て
も
朝
日
新
聞
に
出
て
い
ま
し
た

が
、
記
者
が
あ
る
「
歴
史
教
育
」
と
い
う
書
物
を
書
い
た
大
学
教
授
に

イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
し
て
お
り
ま
す
。
記
者
が
「
先
生
は
歴
史
教
育
と
い
う

著
書
を
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
見
解
を
聞
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」

と
言
う
と
、
「
や
あ
、
わ
た
し
は
教
育
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
し
、
教

育
な
ん
て
好
き
じ
ゃ
な
い
。
草
間
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
人
間
が
で

き
て
く
れ
ば
、
教
育
は
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
-
る
。
学
生
に
も
わ

か
る
。
」
な
ん
て
こ
と
を
ぬ
け
ぬ
け
と
言
っ
て
お
る
。
そ
し
て
教
育
よ

り
も
研
究
だ
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
胸
を
は
っ
て
お
る
と
い
う

型
の
大
学
教
官
が
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
。
大
学
で
「
教
育
」
と
い
う

こ
と
を
考
え
た
り
論
じ
た
り
す
る
の
は
邪
道
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
昔
か
ら
国
語
国
文
学
の
畑
で
も
、
国

語
国
字
問
題
と
か
、
国
語
政
策
と
か
国
語
教
育
と
い
う
方
面
に
首
を
つ

っ
こ
ん
で
真
剣
に
研
究
し
準
え
て
こ
ら
れ
た
方
々
は
い
つ
で
も
冷
や
飯

を
食
わ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
在
り
方
が
、
国
語
国
文
学
発
展

の
た
め
に
、
は
た
し
て
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
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次
に
国
書
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
茅
さ
ん
が
東
大
総
長
時
代
で
し
た

か
,
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
わ
た
し
の
大
学
で
図
書

予
算
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
教
官
の
た

め
の
図
書
を
十
だ
け
買
う
と
、
申
し
わ
け
の
よ
う
に
学
生
の
た
め
の
図

書
至
だ
け
買
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
学
生
に
勉
強

さ
せ
よ
う
と
い
っ
た
っ
て
さ
せ
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
」
と
い
う
意

味
の
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
「
わ
た
し
の
大
学
で
は
」
と
い
う
の

で
す
か
ら
、
ま
ち
が
い
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
の
大
学
で

も
、
そ
れ
に
近
い
比
率
で
国
営
費
と
い
う
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
な
ん
か
~
と
言
っ
た
ら
ど
う
も
口
は
ば

っ
た
い
言
い
方
で
す
が
、
自
分
の
研
究
の
た
め
の
図
書
を
大
学
の
図
書

費
で
軍
っ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
基
本
図
書
を
、
そ
の

次
に
は
学
生
の
た
め
に
と
言
う
ふ
う
に
買
っ
て
い
-
と
'
と
て
も
自
分

個
人
の
テ
ー
マ
と
密
話
し
た
も
の
へ
そ
し
て
学
生
に
は
た
だ
ち
に
は
縁

の
な
い
と
い
う
よ
う
な
図
書
を
軍
っ
余
裕
な
ど
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
し
ょ
う

が
、
国
立
大
学
の
図
書
費
な
ん
か
は
お
話
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
少
な
い
の
で

す
か
ら
、
や
は
り
学
生
に
勉
強
さ
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
ま
ず
学
生

本
位
の
図
書
か
ら
充
実
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
と
思
う
の

で
す
。つ

い
で
で
す
が
、
わ
た
し
の
教
皇
で
は
国
語
国
文
学
専
攻
の
学
生
に

・
在
学
中
に
ぜ
ひ
読
ま
せ
た
い
と
思
う
三
マ
ム
の
図
書
を
百
だ
け
選
び

ま
し
た
。
「
基
本
図
書
百
柾
選
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
内
訳
は
、

国
文
学
の
作
品
と
し
て
「
古
事
記
」
以
下
4
2
柾
、
論
敵
と
し
て
「
文
学
の

創
造
と
鑑
賞
」
(
岩
波
講
座
)
以
下
川
種
、
漢
文
学
の
作
品
1
 
3
、
論
説
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と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
け
な
し
の
図
書
予
算
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今

後
、
各
組
ご
と
に
数
冊
あ
る
い
は
十
数
個
ず
つ
準
え
て
い
き
た
い
。
そ

し
て
,
で
き
る
だ
け
早
く
、
今
の
単
位
制
度
を
単
に
了
メ
リ
カ
の
形
式

だ
け
の
ま
ね
で
な
く
へ
実
質
的
に
も
そ
れ
に
近
づ
け
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
わ
け
で
す
。
完
全
な
「
指
定
図
書
」
に
ま
で
育
て
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

も
う
時
間
も
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
機
械
器
具
の
整
備
に
つ
い
て
ひ

と
こ
と
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
こ
の
点
で
は
お
お
む
ね
国
語
学
が
主

に
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
国
文
学
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
部

ニ
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学
の
講
座
な
ど
は
図
書
さ
え
あ
れ
ば
い
い
ん
だ
t
と
い
う
よ
う
な
考
え

方
を
強
く
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
の
大
学
で
は
、
今

日
お
よ
び
将
来
の
国
語
国
文
学
に
は
(
研
究
に
も
教
育
に
も
)
多
く
の

機
械
器
具
が
い
る
ん
だ
と
い
う
認
識
を
し
て
も
ら
う
よ
う
に
努
め
て
お

り
ま
す
O
そ
の
た
め
に
少
な
い
予
算
の
中
か
ら
つ
と
め
て
機
械
器
具
を

軍
っ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
や
電
蓄
.
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
ー
,
ス
ラ
イ
ド
映
写
施
設
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
も
は
や
今
日

で
は
最
低
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
た
ぐ
い
の
も
.
Q
は
や
や
豊
か
に
撃
乙

る
こ
と
が
で
き
ょ
し
た
o
し
か
し
、
オ
ッ
シ
ロ
グ
ラ
フ
な
ん
か
を
国
語

学
で
使
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
そ
う
突
飛
な
こ
と
で
な
い
と
思
う
ん
で
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す
が
、
l
そ
れ
が
な
か
な
か
整
わ
な
い
と
い
う
現
状
で
す
。
物
理
学
講
睦

の
も
の
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
う
よ
り
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
へ
　
ラ

ン
グ
ジ
・
ラ
ボ
ラ
・
・
L
リ
な
ん
か
も
、
英
語
科
の
厄
介
に
な
ら
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
そ
の
他
国
語
関
係
で
機
械
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が

ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
が
、
.
今
後
だ
ん
だ
ん
学
内
で
そ
う
い
う
認
識
を
高

め
、
そ
う
い
う
施
設
を
整
備
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
本
当
の
単
位
制

慶
の
よ
さ
を
発
揮
し
て
い
く
よ
う
に
努
力
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。「

大
学
生
の
国
語
国
文
学
の
教
養
」
の
低
さ
を
な
じ
る
こ
と
は
や
さ

し
い
の
で
す
が
、
そ
の
低
い
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
原
因
の
一
つ

7
つ
を
排
除
し
て
や
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
難
問
題
を
解
く
に
は
'
ま
だ
ま
だ
多
-
の
こ
と
を
申
し
述
べ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
限
ら
れ
た
時
間
で
す
の
で
わ
ず
か
に
二
つ
の
点
に

っ
い
て
話
題
を
持
供
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
か
と
い

ぅ
と
一
般
論
に
傾
い
た
き
ら
い
さ
え
あ
り
ま
す
・
ど
う
か
、
今
後
続

々
と
飛
出
さ
れ
る
「
国
語
教
育
学
下
ク
ク
ー
」
の
手
で
「
大
学
に
お
け

る
国
語
教
育
」
の
あ
る
べ
き
方
向
を
、
科
学
的
に
探
究
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
話
題
提
供
者
と
し
て
の
責
め
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た

ら
幸
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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