
「
国
語
の
力
」
の
成
立
過
程
Ⅷ

-

国

語

教

育

学

説

史

研

究

-

野

　

　

地
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「
国
語
の
力
」
　
l
　
解
釈
の
力
　
の
う
ち
、
一
八
　
帰
納
的
批
評

淡
　
に
僧
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

「
皆
っ
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
麓
の
町
で
聞
い
た
、
そ
の
町
の
山
岳
写

真
の
名
人
の
話
も
尊
い
話
で
あ
っ
た
。
山
岳
の
常
と
し
て
、
雲
霧
の
走

る
こ
と
定
め
な
く
、
其
上
に
紫
外
線
の
妨
げ
も
加
わ
り
て
山
の
奴
ま
で

写
し
取
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
い
か
に
写
真
術
の
名

手
も
山
岳
の
写
真
を
撮
る
こ
と
は
難
し
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人

は
克
く
雲
憲
の
絶
え
間
を
兄
は
か
ら
い
、
紫
外
線
を
巧
に
避
け
て
へ
.

山
骨
を
拒
し
と
る
妙
技
を
会
得
さ
れ
て
居
る
の
で
、
貴
人
へ
献
上
す
る

山
岳
写
真
を
振
る
時
に
は
、
常
に
こ
の
人
が
召
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
.
瞬
間
を
置
祝
し
て
機
牧
を
捉
え
る
心
の
作
用
は
、
口
で

語
り
形
を
示
し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
t
な
浅
は
か
な
心
境
で
は
な
い
。
唯

体
験
の
累
積
か
ら
の
み
自
得
せ
ら
る
1
力
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
文
を
読
む
時
の
心
も
少
し
も
こ
れ
と
共
る
こ
と
は
な
い
。
文
字
の

運
り
の
上
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
机
け
ら
れ
易
い
錯
誤
の
雲
霧
や
、
心
の

*
,
,
.
1
J
∵
、
.
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'
∴
　
　
　
　
　
　
　
∴
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・
.
‥
　
　
　
　
工

け
て
、
文
の
真
相
を
捉
え
る
力
は
、
真
実
を
変
し
道
を
求
む
る
心
の
凝

集
と
不
断
の
精
練
に
依
り
て
の
み
導
か
る
ゝ
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
四
九
～
五
〇
ペ
)

こ
の
「
山
岳
写
真
の
名
人
」
　
(
長
野
姓
大
町
の
葺
藤
氏
)
の
こ
と
に

-
・
蝣
J
二
　
∴
、
　
　
　
八
∴
,
・
-
,
-
-
ハ
ト
-
,
'
八
-
?
-
:
-
・
)

に
載
せ
ら
れ
た
'
「
丘
上
雑
記
」
 
~
に
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
o「

(
前
略
)
名
人
の
休
険
を
開
く
こ
と
を
何
よ
り
も
悦
ぶ
自
分
は
、

も
し
よ
い
機
会
が
恵
ま
れ
る
な
ら
ば
、
氏
に
就
い
て
親
し
く
話
を
聞
い

て
見
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
の
月
日
が
過
ぎ

て
居
る
。
六
月
(
引
用
老
荘
、
昭
和
8
年
6
月
)
に
長
野
県
の
上
田
へ

行
っ
た
時
、
知
人
か
ら
そ
の
写
真
を
轡
b
れ
た
。
そ
の
時
に
斉
藤
氏
は

昨
昭
和
七
年
に
.
k
L
去
せ
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
一
層
し
み
じ
み
と
こ
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の
山
の
姿
に
見
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
泥
く
心
を
打
っ
た
の
は
こ

の
知
人
が
こ
の
写
真
を
自
分
に
手
滞
し
す
る
機
会
を
得
ら
れ
る
ま
で
に

既
に
八
年
を
経
て
居
る
と
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
長
い
年
月

を
心
に
か
け
て
今
直
接
に
手
渡
し
し
て
く
だ
さ
る
心
も
ち
が
、
更
に
強

-
心
の
底
ま
で
響
い
て
更
に
手
に
し
た
山
の
姿
に
見
入
っ
た
。
稀
に
し

か
遇
う
こ
と
の
で
き
な
い
静
か
な
和
や
か
な
気
に
つ
つ
ま
れ
つ
つ
、
こ

れ
を
長
く
記
念
す
る
た
め
に
、
こ
の
写
真
を
こ
こ
に
拝
む
こ
と
に
し
て

い
た
だ
い
た
。

何
処
へ
も
話
し
に
行
か
な
い
と
決
意
し
て
か
ら
数
年
を
経
た
。
久
し

ぶ
り
で
大
町
へ
行
く
こ
と
に
し
た
。
会
う
人
ご
と
に
旧
知
の
方
々
で
あ

る
。
そ
れ
に
木
崎
湖
畔
で
小
休
み
し
た
宿
の
座
敷
に
は
藤
村
作
博
士
の

吉
　
　
　
言
.
.
.
い
　
　
　
　
　
叩
1
t
i
'
'
'
-
-
'
.
;
∴

君
な
ど
'
の
来
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
と
、
急
に
久
し
く
会
わ
な
い
諸

氏
を
懐
し
-
思
っ
て
絵
は
が
き
を
取
寄
せ
て
所
懐
を
書
い
た
が
、
そ
れ

は
郵
便
に
出
し
て
も
ら
っ
た
か
ど
う
だ
っ
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
始

め
て
.
こ
こ
を
訪
ね
た
の
は
大
正
十
年
の
初
冬
だ
っ
た
と
思
う
。
も
う
初

雪
が
ち
ら
ち
ら
し
て
'
今
年
は
雲
が
早
い
と
語
ら
れ
た
こ
と
も
思
い
的

す
。
寂
し
い
山
に
つ
つ
ま
れ
た
、
水
の
流
れ
も
身
に
し
む
よ
う
な
静
か

な
塞
い
叫
の
姿
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
来
る
。
『
国
語
の
力
』
に
書
い

た
こ
と
の
ま
と
ま
っ
た
の
は
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
に
つ
け
て
信

州
の
山
水
は
深
-
魂
の
底
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
居
る
。
篠
井
で
上
田
行

T
・
'
・

の
満
車
に
乗
換
え
よ
う
と
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
急
ぎ
て
歩
い

r>A



て
居
る
と
、
同
じ
く
急
ぎ
て
長
野
行
の
汽
車
へ
乗
ろ
う
と
す
る
知
人
に

f
?

遇
っ
て
、
忙
か
し
く
無
事
を
語
り
合
い
、
汽
車
の
出
る
の
を
少
時
間
見

送
っ
た
。
待
合
室
へ
出
る
と
ま
た
こ
こ
で
も
知
人
に
遇
う
。
ま
る
で
故

郷
へ
で
も
帰
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
か
ら
帰
っ
て

マ
マ

か
ら
も
も
う
十
五
年
に
も
な
る
・
信
州
へ
は
そ
の
年
か
ら
度
々
来
た

が
、
久
し
ぶ
り
で
来
て
見
る
と
'
軽
井
沢
を
往
来
す
る
開
花
成
っ
た
思

索
の
糸
を
た
ど
っ
て
'
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
」

(
同
上
誌
、
八
1
-
八
二
ペ
)

こ
の
「
丘
上
雑
記
」
に
は
,
上
田
で
知
人
か
ら
轡
り
れ
た
、
遠
藤
氏

蹄
形
の
山
の
写
真
が
掲
げ
て
あ
る
。

右
の
回
想
に
よ
る
記
述
.
に
よ
っ
て
、
「
国
語
の
力
」
の
赴
胎
期
に
、

大
町
を
訪
ね
て
、
こ
の
話
を
耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
空
〇

午
(
l
九
≡
)
初
冬
か
ら
大
正
二
年
(
l
九
二
二
)
早
春
に
か
け

て
執
筆
さ
れ
た
「
国
語
の
力
」
に
、
こ
の
山
岳
写
真
の
名
人
(
芳
藤

氏
)
の
こ
と
が
彫
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
、
坑
内
先
生
の
刻
ま
れ
た
感

銘
か
ら
し
て
も
、
自
然
で
あ
り
、
必
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
'

右
の
文
葦
に
は
、
「
す
べ
て
に
つ
け
て
信
州
の
山
水
は
深
く
魂
の
底

に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
居
る
。
」
(
同
上
誌
へ
八
二
べ
)
と
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
長
野
講
演
「
国
語
教
授
と
国
語
教

育
」
の
末
尾
に
近
-
二
全
県
を
通
じ
て
、
生
徒
が
い
か
に
も
は
き
は
き

し
て
い
る
事
は
、
私
の
心
か
ら
有
難
く
思
っ
た
所
で
あ
り
ま
し
た
。
此
の

と
と
思
い
ま
す
。
」
(
傍
線
、
引
用
者
。
)
　
(
有
田
堂
版
「
聖
和
の

力
」
、
三
二
五
ペ
)
と
甚
べ
ら
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
U

な
お
ま
た
、
壷
野
講
演
「
国
語
教
授
と
堅
詣
教
育
」
に
お
い
て
は
'

本
論
へ
の
導
入
部
分
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
巧
み
に
織
り
こ
ま
れ
て

H
Z
O
j「

鼓
に
な
お
一
つ
の
話
を
拝
み
ま
す
が
、
私
が
始
め
て
長
野
市
に
入

り
ま
し
た
時
、
1
日
へ
御
用
吾
に
り
ま
し
て
か
ら
、
小
山
先
生
と
城
山

釦
に
登
り
ま
し
て
、

末
だ
夕
日
の

丑
の
残
っ
て
圏
E
l
l
嗣

寺
平
を
傭
瞭

た
秋
の
圭
:
-
-
 
'
-
¥
)
U
っ
」
ノ
'
-
x
)
-
T
と
　
一
笑
b
、
1
-
j
 
'
の
山
こ
の

り
川
中
島
戦
争
の

つ
1
、
発
生
・
f

話
し
を
承
り
ま
し
て

柚-r.て

党
え
ま
し
た
。

I
・
'
-
　
'
-
*
　
　
∴

生
徒
の
よ
い
心
が
ま
え
は
、
山
秀
で
水
活
き
環
境
か
ら
も
、

自
然
に
春

わ
れ
る
事
と
考
え
ま
す
が
、
平
素
の
指
導
に
帰
す
べ
き
も
の
が
多
い
こ

!
・
.
・

蝣

I

*

-

-

∴

・

:

・

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∴

た
よ
う
に
、
国
語
教
育
の
素
因
は
教
授
作
用
の
根
抵
と
な
る
教
材
の
探

究
に
於
て
定
ま
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
な
が

ら
、
謙
信
が
そ
の
計
画
を
賞
撒
す
る
た
め
に
、
迅
辻
に
防
敗
を
決
し
よ

う
と
し
ま
し
た
の
は
、
そ
の
作
戦
の
結
果
に
就
い
て
の
予
感
か
ら
導
か

れ
た
の
で
あ
る
如
く
、
教
授
の
結
果
に
関
す
る
考
慮
が
加
わ
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
す
ま
い
・
形
の
上
に
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
へ
そ
の
考
え
か

ら
現
わ
れ
た
戦
斗
の
み
目
に
つ
き
ま
す
が
、
そ
の
内
所
に
於
け
る
意
図

を
透
視
す
る
時
に
、
始
め
て
そ
の
戦
争
の
全
体
が
艶
解
さ
れ
る
よ
う

い
'
;
・
'
S
i
-
-
:
　
て
・
.
・
自
㍉
仁
一
‥
　
　
　
　
　
　
「
1
.
/

解
し
得
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
二

九
五
ペ
)
　
(
傍
扱
、
引
用
考
)
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「
国
語
の
力
」
所
収
、
一
解
釈
の
力
　
に
引
用
さ
れ
て
い
る
山
岳

写
真
の
名
人
の
苦
心
に
関
す
る
話
の
拭
い
か
た
は
、
長
野
講
演
に
お
け

る
、
こ
の
川
中
島
戦
の
扱
い
か
た
と
軌
を
二
に
し
て
い
る
。
体
放
・
行

動
の
事
例
に
こ
も
っ
て
い
る
心
理
機
動
を
明
確
に
析
出
し
て
、
そ
れ
を

国
学
文
学
の
研
究
過
程
な
ど
の
究
明
に
掻
し
て
い
-
方
法
は
、
垣
内

先
生
の
独
自
の
方
式
と
い
え
よ
う
。

「
国
語
の
力
」
　
7
　
解
釈
の
力
　
7
九
　
思
索
的
批
評
法
　
の
第

一
段
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

HHU「
天
文
学
者
が
克
く
空
に
輝
-
塁
を
見
得
る
の
は
、
唯
見
る
力
に
依

2

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
。
ニ
ュ
ー
J
・
ソ
、
ケ
プ
レ
ル
が
天
体
の
運
行

を
見
て
敬
虚
の
念
に
打
た
れ
た
と
伝
え
ら
る
ゝ
の
を
見
れ
ば
彼
等
の
眼

3

・
l
こ
:
!
.
 
'
:
"
・
-
;
・
-
 
-
<
・
-
-
二
!
'
.
 
-
:
蝣
・
.
:
-
蝣
;
・
.
-
;
蝣
・
'
蝣
て
早
目
ぐ
　
-
　
∴
‥
1
∴
・

く
天
と
心
の
中
の
至
上
律
と
を
讐
～
い
っ
た
時
に
彼
の
心
底
に
は
人

4

性
を
統
率
す
る
原
理
が
慣
存
し
て
居
た
。
叉
、

山
岳
撮
影
の
名
人
が
山

管

を
摸
し
取
る
の
は
一
瞬

の
機
械
を
促
え
る
心
力
で

あ
る
と
い
っ
た
。

5

雪
舟
が
山
容
空
拝
し
て
達
互
せ
る
哲
矧
を
妨
梯
た
ら
し
め
る
時
,
彼

は
心
を
平
に
し
て
彼
の
的
中
に
蔵
め
た
亜
細
亜
大
陸
の
旭
大
な
る
光
景

告
蒜
槙
籾
の
中
に
眺
め
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
文
の
上
に
現
わ
れ
た

形
象
を
捉
え
て
、
文
の
上
に
輝
く
光
や
力
を
見
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て

も
其
の
内
面
に
於
け
る
統
率
概
念
に
想
い
到
ら
ず
し
て
巳
む
こ
と
は
で

き
ぬ
。
思
索
的
批
評
法
の
生
る
1
の
は
こ
の
巳
む
に
巳
ま
れ
ぬ
要
求
が

ぁ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
批
評
を
進
め
て
文
学
の
本
質
の
中
に
内
存

す
る
原
理
を
索
め
、
こ
れ
に
よ
り
て
批
評
法
を
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
要

求
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
」
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
.
 
、
空
～
五

二
ペ
)こ

こ
で
は
、
五
つ
の
事
例
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
、
.
さ
き
に
く
わ
し
く

引
用
さ
れ
て
い
た
、
山
岳
接
影
の
名
人
の
話
は
、
四
つ
め
に
的
確
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
名
人
(
斎
藤
氏
)
か
ら
直
接
に
砥
敬
し
た
も
の

で
は
な
い
に
し
て
も
、
垣
内
先
生
が
じ
き
じ
き
日
本
ア
ル
プ
ス
の
寵
の

町
で
開
か
れ
た
話
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
話
は
そ
の
場
所
を
得
て
、
生

彩
を
放
っ
て
い
る
。

「
丘
上
雑
記
」
の
前
掲
の
文
章
に
も
、
「
名
人
の
体
験
を
聞
く
こ
と

を
何
よ
り
も
悦
ぶ
自
分
は
」
　
(
同
上
誌
へ
八
二
)
と
あ
る
よ
う
に
も

熟
達
の
心
境
を
聞
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
示
唆
・
触
発
を
受
け
ら

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
国
語
の
力
」
成
立
に
際
し
て
、
そ
の
一
要
素
を
な
し
て
い
る
、
体

験
本
位
(
直
接
・
間
接
を
含
む
。
)
の
事
例
の
問
題
は
、
そ
の
小
さ
さ

の
ゆ
え
に
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
引
用
さ
れ
て
い
る
多
く
の
事
例
の

中
で
も
へ
右
に
見
た
、
山
岳
写
真
の
名
人
の
話
は
、
そ
の
出
所
・
性
格

か
ら
し
て
'
「
国
語
の
力
」
　
成
立
に
ゆ
か
り
深
-
、
垣
内
発
生
好
み

の
、
独
自
の
事
例
の
7
つ
と
見
ら
れ
る
。

7　1

「
国
語
の
力
」
の
二
　
丈
の
形
　
の
う
ち
、
八
「
芸
術
的
摂
理
」
に
お

い
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
「
芸
術
的
摂
邦
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
'

ま
ず
、
「
モ
ウ
ル
p
L
ソ
の
此
喰
的
に
い
う
こ
の
用
語
の
意
味
は
'
彼
が
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説
明
す
る
ど
と
く
H
u
m
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
で
あ
り
'
又
M
o
v
e
m
e
n
t
で

も
あ
る
。
」
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
'
l
〇
四
ペ
ー
ジ
)
と
説
明
し
、

志
賀
直
哉
の
作
品
「
城
の
崎
に
て
」
か
ら
'
「
自
分
は
別
に
い
も
り

を
狙
わ
な
か
っ
た
。
ね
ら
っ
て
も
姐
も
当
ら
な
い
程
も
ね
ら
っ
て
投
げ

る
事
の
下
手
な
自
分
は
そ
れ
が
当
る
事
な
ど
は
全
く
考
え
な
か
っ
た
。

石
は
コ
ツ
と
い
っ
て
か
ら
流
れ
に
落
ち
た
。
石
の
普
と
共
に
同
時
に
い

も
り
は
四
寸
程
横
へ
飛
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
。
い
も
り
は
尻
尾
を
反
ら

し
て
高
く
上
げ
た
。
自
分
は
ど
う
し
た
の
か
し
ら
と
思
っ
て
見
て
居

た
。
敢
初
石
が
当
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
も
り
の
反
ら
し
た
尾

が
自
然
に
静
に
下
り
て
来
た
。
す
る
と
ひ
ぢ
を
張
っ
た
よ
う
に
傾
斜

に
た
え
て
前
へ
つ
い
て
い
た
両
の
前
足
の
指
が
内
へ
ま
-
れ
込
む
と
い

も
り
は
力
な
く
前
へ
の
め
っ
て
し
ま
っ
た
。
尾
は
全
く
石
へ
つ
い
た
。

も
う
動
か
な
い
.
い
も
り
は
死
ん
で
丁
っ
た
.
自
分
は
飛
ん
だ
事
を
し
た

と
思
っ
た
。
虫
を
殺
す
事
を
よ
く
す
る
自
分
で
あ
る
が
そ
の
気
が
全
く

な
い
の
に
殺
し
て
丁
っ
た
の
は
自
分
に
妙
な
い
や
な
気
を
さ
し
た
。
」

と
い
う
部
分
を
引
用
し
て
い
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
、
「
こ
の
文
に
ゲ
ナ
ン
グ
の
考
え
を
通
用
し
よ
う
と
し
て

も
当
て
候
ま
ら
ぬ
よ
う
に
、
こ
の
文
に
は
文
学
的
建
築
と
い
う
如
き
人

工
的
加
巧
を
消
し
た
H
u
m
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
.
M
o
v
e
m
e
n
t
が
あ
る
。
」

(
有
肌
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
1
〇
五
ペ
)
と
述
べ
、
つ
ぎ
に
、
菊
坤

霊
の
「
文
芸
往
来
」
か
ら
、
そ
の
志
賀
直
哉
論
を
抄
出
し
て
い
ら
れ

る
。

l

「
菊
池
電
氏
の
批
評
諭
の
中
に
、
『
志
賀
氏
の
作
晶
の
力
強
さ
は
志

賀
氏
の
作
品
の
底
に
流
れ
て
居
る
氏
の
道
徳
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思

う
。
氏
の
懐
い
て
居
る
道
徳
は
人
間
性
の
道
徳
だ
と
自
分
は
解
し
て
居

る
。
が
'
そ
の
内
で
氏
の
作
品
の
中
で
長
も
日
混
着
く
も
の
は
正
義
に

対
す
る
愛
C
L
o
v
e
o
f
j
u
s
t
i
c
e
)
で
は
な
い
か
と
思
う
』
と
い
い
又

C
l『

志
賀
氏
の
作
品
の
背
後
に
は
、
志
賀
氏
の
人
格
が
あ
る
と
云
っ
た
方

が
一
番
よ
く
判
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
作
品
に
あ
る
塩
味
も
力
強

さ
も
、
此
人
格
の
所
産
で
あ
る
と
云
っ
た
方
が
1
番
よ
-
判
る
か
も
知

3

れ
な
い
。
』
『
氏
は
そ
の
手
法
と
観
照
に
於
て
は
、
今
の
文
壇
の
如
伺

な
る
人
道
主
義
者
よ
り
も
、
も
っ
と
人
道
主
義
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
』
(
文
芸
往
来
)
と
謂
わ
れ
た
の
は
、
亦
こ
の
作
品
の
批
評
に
も

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
(
石
肌
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
一
〇
五
-

一
〇
K
ペ
)

垣
内
松
三
党
生
は
、
こ
の
よ
う
に
引
抄
し
て
の
ち
'
<
　
芸
術
的
摂
理

の
節
を
'
「
モ
ウ
ル
・
-
ソ
が
『
文
学
的
建
築
』
と
『
芸
術
的
摂
理
』
と

は
同
時
に
『
プ
ロ
ッ
ト
』
で
あ
り
、
『
プ
ロ
ッ
A
 
J
・
』
と
『
動
機
』
と
は

1
つ
で
あ
る
と
見
る
の
は
、
文
を
機
械
的
皮
相
的
に
分
析
し
な
い
で
、

そ
の
内
面
に
於
け
る
形
象
に
於
て
見
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
　
(
有

朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
一
〇
K
C
へ
)
と
結
ん
で
い
ら
れ
る
。

さ
て
、
菊
池
貴
の
「
文
芸
往
来
」
は
、
大
正
九
年
六
月
1
日
、
了
ル
ス

か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
四
六
版
、
二
七
八
ペ
ー
ジ
の
文
芸
評
論
・
随
想
な

ど
の
集
で
あ
る
o
菊
池
寛
は
、
本
書
の
序
に
お
い
て
、
そ
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
を
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
立
に
蒐
め
た
も
の
は
'
自
分
が
此
の
数
年
来
、
そ
の
折
々
の
感
興
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T
・
L
・

に
依
っ
て
か
い
た
随
筆
、
文
芸
評
論
、
劇
論
、
研
究
翻
訳
の
数
で
あ

る
.
 
。
自
分
が
文
芸
に
激
す
る
解
釈
や
'
態
度
は
'
之
等
の
文
章
の
随
処

に
現
わ
れ
て
居
る
だ
ろ
う
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
百
姓
の
道
の
要
義
を

説
い
た
も
の
が
、
『
百
姓
往
来
』
.
で
あ
る
如
く
、
商
売
上
の
心
得
を
書

い
た
も
の
が
『
商
売
往
来
』
で
あ
る
が
如
く
、
自
分
の
此
の
桑
も
、
文

芸
の
本
義
を
説
き
趣
味
を
挙
っ
点
に
於
て
、
7
個
の
『
文
芸
往
尭
』
で

あ
る
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
創
作
を
愛
託
し
て
下
さ
る
人

々
に
は
、
殊
に
多
く
の
興
味
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
居
る
。
三
四
年
前

に
か
い
た
も
の
に
は
~
現
在
の
自
分
と
し
て
は
、
修
正
し
た
い
こ
と
や
'

書
き
加
え
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
敢
て
そ
の
侭
に
し
て
置
い
た
。
シ

ソ
グ
論
及
び
ゴ
ル
ス
ワ
ア
ジ
イ
の
研
究
は
、
自
分
と
し
て
是
非
7
託
し

て
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
O
創
作
頚
は
、
も
う
五
六
笛
も
世
に
出
し
た

f

・

蝣

　

;

蝣

・

蝣

自
分
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
随
筆
評
論
典
の
位
に
輿
つ
る
と
は
、
叉

マ
マ

更
に
特
柾
な
歓
び
を
感
ず
る
。
そ
れ
に
付
け
て
も
自
分
は
、
自
分
の
か

い
た
物
を
愛
読
し
て
下
さ
る
人
々
に
感
謝
の
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
」

菊
池
寛
は
、
こ
の
「
序
」
を
、
大
正
九
年
五
月
廿
六
日
へ
中
富
坂
に

て
'
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
序
」
に
よ
っ
て
、
「
文
芸
往
来
」
と
い
う

書
名
の
由
来
も
、
ま
た
そ
の
処
女
論
集
で
あ
る
こ
と
も
へ
そ
の
意
図
の

所
在
も
'
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
芸
往
某
」
は
う
　
つ
ぎ
の
四
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

-
　
感
想
小
品
机
筆

1
　
滴
石
先
生
と
我
等

u
H
n

2
　
晩
年
の
上
田
敏
博
士

3
　
短
篇
の
極
北

4
　
南
無
誓
詞

5
　
長
崎
へ
の
旅

6
　
芸
術
家
と
後
世

i
-
 
'
蝣
'
:
、
間
∴
∴
　
】

8
　
文
芸
閑
談
(
二
)

9
　
文
芸
閑
談
(
≡
)

1
 
0
　
文
芸
閑
談
(
四
)

10 15 14 13 12 ll

T
皿

oo　コ1 20 1'.' 1バ17

朝諭TT-1.周論

劇
曲
豪
と
し
て
の
武
者
小
路
氏

劇
及
び
劇
場
に
就
て

愛
蘭
士
別
紹
介

v
S
G
C
y
試

・ンr¥;'論

ゴ
ル
h
'
ワ
ア
ジ
イ
の
社
会
劇

文
芸
評
論

志
賀
直
哉
氏
の
作
品

浪
浸
主
義
の
本
質

批
評
家
の
権
限

印
象
批
評
の
弊
.

広
津
和
郎
氏
に

芸
術
と
天
分

5tt



2
3
あ
る
批
評
の
立
場

2
4
文
芸
時
評
(
1
)

2

5
文
芸
時
評
(
二
)

-
-
・
-
・

r
.
¥
-
'
-
.
I
_
・
・
∵
'
,
'
,
)

Ⅵ
翻
訳

2
7
ス
フ
ヰ
ソ
ク
ス
の
陶
に
居
る
ク
レ
オ
。
バ
ト
ラ
(
シ
ヨ
オ
よ

り
)

2
8
猿
の
手
(
ウ
ヰ
-
了
ム
ゼ
イ
コ
ッ
プ
ス
)

;
i
-
*
'
,
-
・
"
'
-
'
-
T
∵
・
:
)

多
彩
な
内
容
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
へ
「
国
語
の

力
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
諭
は
、
Ⅲ
1
7
志
賀
再
哉
氏
の
作
品

か
ら
で
あ
る
。

菊
池
寛
の
こ
の
文
芸
評
論
「
志
賀
直
哉
氏
の
作
品
」
は
、
五
節
か
ら

成
る
。

そ
の
第
一
節
に
お
い
て
、
菊
池
寛
は
、
論
の
意
図
を
'
ま
ず
述
べ
て

い
る
。

「
自
分
は
現
代
の
作
家
の
中
で
、
1
番
志
賀
氏
を
尊
敬
し
て
居
る
。

尊
敬
し
て
居
る
ば
か
り
で
な
-
、
氏
の
作
品
が
一
番
好
き
で
あ
る
。
自

て
マ
分
の
信
念
の
通
に
云
え
ば
、
志
賀
氏
は
現
在
の
日
本
の
文
壇
で
は
、
最

も
傑
目
し
た
作
家
の
1
人
だ
と
思
っ
て
居
る
。

自
分
は
、
『
白
樺
』
の
創
刊
時
代
か
ら
志
賀
氏
の
作
品
を
愛
し
て
居

マ
マ
た
・
夫
か
ら
六
へ
七
年
に
成
る
。
そ
の
間
に
、
自
分
は
且
っ
て
愛
託
し

て
居
た
他
の
多
く
の
作
家
(
日
本
と
外
国
と
を
合
せ
て
)
に
、
幻
滅
を

感
じ
た
り
愛
楢
を
尽
か
し
た
り
し
た
。
が
、
志
賀
氏
の
作
品
に
対
す
る

∵

:

・

自
分
の
心
持
丈
は
変
っ
て
居
な
い
　
之
か
ら
も
変
る
ま
い
と
思
う
。

自
分
が
志
賀
氏
の
作
品
に
対
す
る
尊
敬
や
'
好
愛
は
殆
ど
絶
対
的
な

も
の
で
従
っ
て
自
分
は
此
の
文
章
に
於
い
て
も
'
志
賀
氏
の
作
品
を
批

評
す
る
積
は
な
い
の
で
あ
る
。
志
賀
氏
の
作
品
に
就
い
て
自
分
の
感
じ

て
居
る
事
を
、
述
べ
て
見
た
い
耳
で
あ
る
o
 
L
　
(
「
文
芸
往
来
」
、
1

五
1
㍉
)

菊
池
寛
は
、
ま
た
、
こ
の
評
論
の
末
尾
に
「
兎
も
角
、
自
分
の
同
時

代
の
人
と
し
て
志
賀
氏
が
居
る
と
云
う
事
は
、
如
何
に
も
頼
も
し
く
且

つ
欣
ば
し
い
事
だ
と
自
分
は
思
う
。
」
　
「
最
後
に
一
寸
云
っ
て
置
-

マ
マ

が
、
自
分
は
此
文
章
を
、
志
賀
氏
の
作
品
に
対
す
る
敬
愛
の
意
を
表
す

る
為
に
の
み
書
い
た
の
で
あ
る
。
」
　
(
「
文
芸
往
来
」
へ
一
五
九
べ
)

と
も
記
し
て
い
て
、
論
評
と
い
う
よ
り
は
'
讃
歌
と
い
う
に
近
い
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。

第
二
節
に
お
い
て
、
菊
池
寛
は
'
志
賀
直
哉
の
。
了
リ
ズ
ム
の
鋭

さ
・
き
び
し
さ
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
志
賀
氏
は
、
そ
の
小
説
の
手
法
に
於
い
て
も
、
そ
の
人
生
の
見
方

に
於
い
て
も
、
校
庭
に
於
い
て
。
了
リ
ス
ト
で
あ
る
。
此
の
事
は
、
充

分
嘩
付
を
以
て
云
っ
て
も
い
・
^
と
思
う
。
が
、
氏
の
り
了
・
-
 
+
ズ
ム
は
、

文
壇
に
於
け
る
自
然
派
系
統
の
老
少
幾
多
の
作
家
の
持
っ
て
居
る
リ
ア

リ
ズ
ム
と
は
、
似
て
も
似
っ
か
ぬ
よ
う
に
自
分
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
チ

法
の
点
か
ら
云
っ
て
見
よ
う
。
リ
了
リ
ズ
ム
を
槙
捧
す
る
多
く
の
作
家

が
、
猫
か
ん
と
す
る
人
生
の
凡
て
の
些
末
事
を
、
ゴ
テ
ゴ
テ
と
何
等
の

r>9



T
・
▼撰

択
も
な
-
並
べ
立
て
る
に
比
し
て
、
志
賀
氏
の
表
現
に
は
肢
南
な
手

:
・
T
・

堅
い
撰
択
が
行
わ
れ
て
居
る
。
志
賀
氏
ば
惜
し
み
過
ぎ
る
.
と
思
わ
れ
る

位
、
そ
の
筆
を
惜
し
む
。
7
猪
も
忽
に
し
な
い
よ
う
な
表
現
の
厳
轟
き

T
・
∵

が
あ
る
、
氏
は
招
か
ん
と
す
事
象
の
中
、
真
に
括
か
ね
は
な
ら
ぬ
事
し

.
7
;
I

か
描
い
て
居
な
い
。
或
事
象
の
急
所
を
ダ
イ
ダ
イ
と
書
-
丈
で
あ
る
。

本
当
に
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
し
か
描
い
て
居
な
い
と
云
う
事
は
、
氏
の

表
現
を
飽
-
迄
も
、
力
強
い
も
の
に
し
て
居
る
氏
の
表
現
に
現
わ
れ
て

,
・
"
I

居
る
力
強
さ
は
簡
素
の
力
で
あ
る
。
厳
粛
な
表
現
の
撰
択
か
ら
来
る
正

確
の
力
強
さ
で
あ
る
。
」
　
(
「
文
芸
往
来
」
、
一
五
二
べ
)

っ
い
で
、
菊
池
寛
は
、
志
賀
直
哉
の
作
品
に
例
を
と
り
な
が
ら
、
そ

の
表
現
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
く
.

-
　
「
好
人
物
の
夫
婦
」
か
ら

「
深
い
秋
の
静
か
な
晩
だ
っ
た
。
沼
の
上
を
雁
が
噴
い
て
通
る
。
細

君
は
食
卓
の
上
の
禅
悦
を
端
の
方
に
引
き
寄
せ
て
、
其
の
下
で
針
仕
事

マ
マ

を
し
て
居
る
。
良
人
は
其
傍
に
長
々
と
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
ぼ
ん
や

'
.
:
I

り
と
天
井
を
眺
め
て
居
た
。
二
人
は
長
い
間
黙
っ
て
居
た
L

:
・
;
I

I
「
何
と
云
う
冴
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
と
'
自
分
は
此
数
行
を
読

む
慶
に
感
嘆
す
る
。
普
通
の
作
家
な
れ
ば
、
数
十
行
乃
至
数
百
行
を
費

し
て
も
、
こ
う
し
た
情
景
は
浮
ば
な
い
だ
ろ
う
。
所
謂
。
了
リ
ズ
ム
の

'

・

'

蝣

作
家
に
こ
う
し
た
洗
練
さ
れ
た
立
派
な
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
志
賀

氏
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
氏
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
事
は
、
こ
う
し

マ

マ

　

　

マ

マ

た
点
か
ら
で
も
云
い
得
る
と
思
う
。
氏
は
、
此
数
行
に
於
て
、
多
-
香

マ
マ

描
い
て
居
な
い
6
両
も
、
此
数
行
に
於
い
て
、
淋
し
い
湖
畔
に
於
け
る

夫
婦
者
の
静
寂
な
生
活
が
、
如
何
に
も
溶
剤
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
居

る
o
何
と
云
う
簡
潔
な
力
強
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
立
沢
な
表

現
は
、
氏
の
作
品
を
探
せ
ば
何
処
に
で
も
あ
る
が
、
も
う
三
『
城
の

崎
に
て
』
か
ら
、
例
を
引
い
て
見
よ
う
。
」
　
(
「
文
芸
往
来
」
、
一
五

三
ペ
)2

　
「
城
の
崎
に
て
」
か
ら

「
自
分
は
別
に
い
も
り
を
狙
わ
な
か
っ
た
。
-
-
虫
を
殺
す
事
を
よ

く
す
る
自
分
で
あ
る
が
そ
の
気
が
全
-
な
い
の
に
殺
し
て
丁
っ
た
の
は

.
・
;
I

自
分
に
妙
な
い
や
な
気
が
し
た
」

「
殺
さ
れ
た
い
も
り
と
'
い
も
り
を
殺
し
た
心
持
と
が
、
完
聖

と
云
っ
て
も
偽
で
は
な
い
程
本
当
に
表
現
さ
れ
て
居
る
。
容
顔
と
主
観

と
が
、
少
し
も
混
乱
し
な
い
で
、
両
方
と
も
、
何
処
迄
も
本
当
に
表
現

さ
れ
て
居
る
。
何
の
文
句
7
つ
も
抜
い
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
如
伺
な

る
文
句
を
加
え
て
も
蛇
足
に
な
る
よ
う
な
完
全
し
た
表
現
で
あ
る
。
比

の
表
現
を
見
て
も
分
る
事
だ
が
、
志
賀
氏
の
物
の
観
照
は
、
如
何
に
も

正
確
で
、
澄
み
切
っ
て
居
る
と
思
う
。
此
の
淀
み
切
っ
た
観
照
は
志
賀

氏
が
真
の
り
了
リ
ス
ト
で
あ
る
三
の
有
力
な
証
拠
だ
が
、
氏
は
此
の

観
照
を
如
何
な
る
悲
し
み
の
時
に
も
、
欣
び
の
時
に
も
、
.
必
死
の
場
合

に
も
、
堅
よ
さ
れ
は
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」
　
(
「
文
芸
往
来
」
、
一

五
四
ペ
)

3
　
「
和
解
」
か
ら

「
『
え
ゝ
』
と
自
分
は
首
肯
い
た
。
そ
れ
を
見
る
と
母
は
急
に
起
上

-60-



っ
て
来
て
自
分
の
手
を
堅
く
起
り
し
め
て
、
泣
き
な
が
ら
『
あ
り
が
と

う
。
順
吉
.
あ
り
が
と
う
』
と
云
っ
て
自
分
の
陶
の
所
で
幾
度
か
頭
を

マ
マ

下
げ
た
。
自
分
は
仕
方
が
な
か
っ
た
か
ら
其
頭
の
上
で
お
辞
儀
を
す
る

と
丁
度
頭
を
上
げ
た
母
の
束
髪
へ
口
を
ぶ
つ
け
た
。
」

～
「
と
、
描
い
て
あ
る
所
な
ど
'
氏
が
如
何
な
る
場
合
に
も
、
そ
の

。
了
リ
ス
ト
と
し
て
の
観
腰
を
挙
ら
せ
な
い
事
を
充
分
に
語
っ
て
居

る
。
」
(
「
文
芸
往
来
」
∵
五
四
ペ
)

右
に
掲
げ
た
、
引
用
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
作
品
の
文
章
表
現
に
つ
い

て
は
、
簡
明
な
が
ら
'
的
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
つ
の
中
で
は
、
2

「
城
の
崎
に
て
」
の
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
強
-
述
べ
ら
れ
て
い
る
O
　
「
国

語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
と
、
L
j
の
2
の
部
分
と
は
、
全
く

同
じ
な
の
で
あ
る
。

i
u
て
、
菊
池
宝
は
へ
こ
の
評
論
「
志
賀
直
哉
氏
の
作
品
」
の
堅
二
節

に
お
い
て
、
さ
ら
に
志
賀
直
哉
の
半
面
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
、
諭
を
進
展
さ
せ
て
い
く
。

「
志
賀
氏
の
観
照
は
飽
く
迄
も
。
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
手

.

7

一

・

法
も
租
底
に
於
い
て
リ
7
-
ズ
ム
で
あ
る
事
は
、
前
述
し
た
適
だ
が
、

宍
な
ら
ば
全
然
。
了
リ
ズ
ム
の
作
家
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
決
し
て
そ

う
は
思
わ
な
い
。
普
通
の
。
了
リ
ス
・
-
と
烈
し
く
相
違
し
て
居
る
点

は
へ
氏
が
人
生
に
対
す
る
態
度
で
あ
り
'
氏
が
人
間
に
対
す
る
態
度
で

・
.
・
蝣
>
　
-
I
　
　
　
-
・
・
∴
　
　
∵
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
∴.

I
,
-
,

皮
が
冷
静
で
過
酷
で
、
無
関
心
で
あ
る
に
反
し
て
も
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
チ
ッ

ク
な
塩
味
を
持
っ
て
居
る
。
氏
の
作
品
が
常
に
自
分
に
、
活
純
な
快
さ
・

を
与
え
る
の
は
、
笑
に
此
の
塩
味
の
為
で
あ
る
。
氏
の
表
現
も
概
照
も

!

・

V

V

'

・

'

飽
造
り
了
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
、
が
そ
の
二
つ
を
総
括
し
て
居
る
氏
の

蝣

蝣

蝣

:

蝣

奥
底
の
心
は
、
飽
迄
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
氏
の
作
品
の
表

∵

`

・

面
に
は
人
道
主
義
な
ど
1
云
う
も
の
は
、
お
く
び
に
も
出
て
居
な
い
。

が
、
本
当
に
氏
の
作
品
を
味
読
す
る
者
に
取
っ
て
、
氏
の
作
品
の
奥
深

く
鼓
動
す
る
人
道
主
義
的
な
温
味
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
世
の
中
に
は
'
作
品
の
表
面
に
は
人
道
主
義
の
合
言
葉
や
旗
印

が
、
山
の
如
く
積
ま
れ
て
あ
り
な
が
ら
、
少
し
く
奥
を
採
る
と
、
醜
い

ノ

マ
マイ

・
,
n
イ
ズ
ム
が
恋
勤
し
て
居
る
よ
う
な
作
晶
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。

が
、
志
賀
氏
は
へ
そ
の
創
作
の
上
に
於
て
決
し
て
愛
を
説
か
な
い
が
氏

は
愛
を
説
か
ず
し
て
た
ゞ
黙
々
と
愛
を
描
い
て
居
る
。
自
分
は
忘
袈
氏

の
作
品
を
読
ん
だ
時
程
、
人
間
の
愛
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
は
な

い
。
」
　
(
「
文
芸
往
来
」
、
1
五
四
～
l
五
五
ペ
)

菊
池
寛
は
、
こ
こ
で
、
志
賀
直
哉
の
短
篇
作
品
「
老
人
」
を
例
と
し

て
、
志
賀
リ
了
リ
ズ
ム
の
持
っ
て
い
る
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
塩
味

を
説
く
。

第
四
節
に
至
っ
て
、
論
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
い
-
。
志
賀
直
哉
の

作
品
の
底
流
・
背
景
に
つ
い
て
、
と
く
に
「
道
徳
」
に
つ
い
て
、
掘
り

下
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
四
節
の
全
文
は
左
の
よ
う
で
あ
り
、
「
国

語
の
力
」
へ
の
引
用
は
、
-
・
C
^
・
C
O
と
も
'
こ
こ
か
ら
な
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
部
分
を
傍
線
で
示
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

:
・
:
・

氏
の
作
品
が
、
普
通
の
り
了
リ
ズ
ム
の
作
品
と
違
っ
て
1
柾
の
温
か

61



み
を
有
し
て
居
る
事
は
、
前
に
述
べ
た
が
、
氏
の
作
品
の
背
景
は
た
ゞ

天
文
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
'
天
文
だ
と
は
思
わ
な
い
。
氏
の
作
品
の

頼
も
し
さ
力
強
は
、
氏
の
作
品
を
裏
付
け
て
居
る
志
賀
直
哉
氏
の
道
徳

で
は
な
い
か
と
思
う
。

自
分
は
、
耽
美
主
義
の
作
品
、
或
は
心
理
小
説
も
単
な
る
リ
了
リ
ズ

マ
マ

ム
の
作
品
に
.
あ
る
柾
の
物
足
ら
な
さ
を
感
ず
る
の
は
、
そ
の
菅
間
に
道

徳
性
の
欠
乏
し
て
居
る
為
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
る
通
俗
小
説
を
書

く
人
が
「
通
俗
小
説
に
は
道
徳
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
っ
た
と

云
う
事
を
耳
に
し
た
が
'
凡
て
の
小
説
は
あ
る
種
の
道
徳
を
要
求
し
て

l

2

・

-

!

.

・

>

-

・

i

-

:

ヨ
刃
判
到
刑
罰
司
m
J
m
判
悠
1
刊
u
可
伺
瑚
盟
叫
利
明
附
封

:
I
:
・

r

-

*

　

・

.

.

*

_

・

.

・

・

∵

　

　

　

.

-

二

.

:

.

:

　

　

　

　

　

　

　

ふ

居
る
の
で
は
な
い
か
。

志
賀
氏
の
作
品
の
力
強
さ
は
志
賀
氏
の

i

-

・

-

I

一

一

,

-

i

l

,

底
に
流
れ
て
居
る
氏
の
道
徳
の
為

で
は
な
い
か
と
思
う
。

も
知
れ
な
い
と
思
う
。

志
賀
氏
の
作
品
は
、
大
体
に
4
'
い
て
、
二
つ
に
別
つ
事
が
出
来
る
。

:
I
.
・

夫
は
氏
が
特
紐
な
心
理
や
感
覚
を
扱
っ
た
「
剃
刀
」
　
「
児
を
窃
む
話
」

1

:

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

T

・

;

・

「
苑
の
犯
罪
」
　
「
正
`
義
派
」
な
ど
・
^
、
氏
自
身
の
実
生
活
に
よ
り
多
-

交
渉
を
持
つ
ら
し
い
「
母
の
死
と
新
し
い
母
」
「
憶
ひ
出
し
た
事
」
「
好

り

・

.

1

人
物
の
夫
婦
」
　
「
和
解
」
な
ど
1
の
二
紐
で
あ
る
。
志
賀
氏
の
人
格
的

背
景
は
、
後
者
に
於
い
て
濃
厚
で
あ
る
。
が
前
者
も
、
そ
の
芸
術
的
価

氏
の
懐
い
て
居
る
遺
徳
は
「
人
間
性
の
道
徳
」
だ
と
自
分
は
解
し
て

3

伯
に
於
い
て
は
決
し
て
後
者
に
劣
ら
な
い
と
思
う
。

氏
は
、
そ
の
手
法

居
る
。
が
、
そ
の

内
で
氏
の
作
品
の
中
で
、

に
着
く
も
の
は
正

と
観
照
に
於
て
は
、

今
の
文
壇
の
如
何
な
る
リ
了
リ
ス
・
L
よ
り
も
も
っ

珂
盟
到
封
司
封
引
封
コ
封
叫
封
コ
u
融
山
司
刊
引
刑
罰
。
親
し

た

.

・

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

マ

さ
で
あ
る
。
人
間
的
な
「
義
し
さ
」
で
あ
る
。
「
大
津
洋
書
」
や
「
和

解
」
の
場
合
に
は
夫
が
最
も
著
し
い
と
思
う
。
「
和
解
」
は
或
る
意
味

:

・

:

蝣

　

　

+

.

s

に
於
て
「
表
し
さ
」
を
愛
す
る
事
と
、
子
と
し
て
の
愛
と
の
恐
る
べ
き

争
闘
と
そ
の
融
合
で
あ
る
。
が
'
「
和
解
」
を
除
い
た
他
の
作
品
の
場

合
に
も
'
人
間
的
な
義
し
さ
を
愛
す
る
心
が
、
随
処
に
現
わ
れ
て
居
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

が
、
前
に
云
っ
た
人
道
主
義
的
な
塩
味
が
あ
る
と
云
う
の
も
'
今
云

>
t
-

っ
七
「
義
し
さ
」
に
対
す
る
愛
が
あ
る
と
云
う
事
も
も
っ
と
璃
的
に
云

と
、

リ
了
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
本
当

の
心
に
於
い
て
、
今
の
文

壇
の
如
何
な
る
人
謝
劃
魂
朝
出
引
ヨ
u
刈
司
司
刑
叫
叫
月
割
判
別

ぅ
に
思
わ
れ
る
。
之
は
少
-
と
も
自
分
の
信
念
で
あ
る
。
(
「
文
芸
往

来
」
、
一
五
七
～
一
五
八
ペ
)

第
四
節
は
、
五
段
落
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
「
国
語
の
力
」
へ
の
引

用
文
は
、
引
用
1
が
段
落
二
・
三
か
ら
、
引
用
c
q
が
段
落
四
か
ら
、
引

用
3
が
段
落
五
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
要
を
え
た
引
用
と
い
う
べ
き
でだ

だ

あ
る
ー
r
-
i
.
M
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
切
っ
て
あ
る
。
I
を
、
「
表

し
さ
で
あ
る
。
」
の
前
で
切
り
、
3
を
、
「
之
は
少
-
と
も
自
分
の
信

念
で
あ
る
。
」
の
前
で
切
っ
て
い
る
の
な
ど
は
、
む
だ
の
な
い
引
用
で

あ
ろ
う
。

▼

　

　

　

●

.



「
国
語
の
力
」
に
お
い
て
は
、
r
-
i
・
&
3
・
c
o
の
引
用
に
つ
づ
け
て
、

「
と
謂
わ
れ
た
の
は
、
亦
こ
の
作
品
の
批
評
に
も
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
一
〇
六
ペ
)
と
述
べ
て
あ
る
。

「
城
の
崎
に
て
」
か
ら
の
本
文
引
用
は
、
「
文
芸
往
来
」
の
ば
あ
い
、

第
二
節
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
批
評
も
そ
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
。
引
用
r
-
i
・
(
N
・
。
。
ほ
'
第
四
節
に
、
志
賀
直
哉
の
「
道
徳
」
諭
と

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
引
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

l
・
<
F
¥
・
」
0
は
、
直
接
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
作
品
批
評
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
垣
門
松
三
先
生
は
、
「
と
謂
わ
れ
た
の
は
、
亦
こ
の
作
品

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
批
評
に
も
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

用
心
深
い
述
べ
か
た
で
も
あ
る
。

菊
池
寛
の
諭
の
第
五
節
で
は
、
短
篇
の
名
手
と
し
て
の
志
賀
直
哉
に

つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
志
賀
氏
は
'
実
に
う
ま
い
短
篇
を
書
く
と
思
う
。
仏
蘭
西
の
メ
リ

マ
マ

メ
あ
た
り
の
垣
箪
施
国
の
チ
エ
ホ
フ
や
独
逸
の
リ
ル
ケ
や
ウ
ヰ
I
F
な

ど
に
劣
ら
な
い
程
の
聖
鵬
を
描
く
と
思
う
。
之
は
決
し
て
自
分
の
過
賞

で
は
な
い
。
自
分
は
鵜
外
博
士
の
訳
し
た
外
国
の
短
篇
集
の
『
十
人
十

話
』
な
ど
を
読
ん
で
も
、
志
賀
氏
の
も
の
よ
り
拙
い
も
の
は
沢
山
あ
る

よ
う
に
思
う
。
日
本
の
文
痕
は
外
国
の
物
だ
と
無
条
件
で
い
ゝ
物
と
し

て
居
る
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
話
は
な
い
と
思
う
。
志
賀
氏
の
短
篇
な
ど

は
、
充
分
世
界
的
な
レ
ヴ
エ
ル
迄
行
っ
て
居
る
と
思
う
。
志
賀
氏
の
作

マ
マ

品
か
ら
受
く
る
位
の
感
銘
は
、
そ
う
横
文
字
の
作
家
か
ら
で
も
容
易
に

は
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
自
分
は
思
う
。
短
篇
の
中
で
も
、
『
老
人
』
は

原
稿
紙
な
ら
七
八
枚
の
も
の
ら
し
い
が
、
英
に
い
ゝ
。
鋭
明
ば
か
り
だ

マ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

マ

が
実
に
い
1
(
説
明
は
ダ
メ
飽
く
迄
描
写
で
行
か
ね
は
な
ら
ぬ
な
ど
ゝ

云
う
人
は
.
1
度
是
非
読
む
必
要
が
あ
る
)
『
出
来
事
』
も
い
1
。
伺
で

も
な
い
事
を
、
措
い
て
居
る
の
だ
が
い
1
。
『
清
兵
衛
と
瓢
箪
』
も

.
い
じ
と
思
う
。

志
賀
氏
の
作
品
の
中
で
は
『
赤
西
蟻
太
』
と
か
『
正
義
派
』
な
ど
が

少
し
落
ち
は
し
な
い
か
と
思
う
。

色
々
ま
だ
云
い
た
い
事
が
あ
る
が
、
此
処
で
止
め
て
置
こ
う
.
兎
も

角
,
自
分
の
同
時
代
の
人
と
し
て
志
賀
氏
が
居
る
と
云
う
事
は
'
如
何

に
も
頼
も
し
く
且
つ
欧
は
し
い
事
だ
と
自
分
は
思
う
。

マ
マ

最
後
に
一
寸
云
っ
て
置
く
が
、
自
分
は
此
文
章
を
'
志
賀
氏
の
作
品

に
対
す
る
敬
愛
の
意
を
表
す
る
為
に
の
み
書
い
た
の
で
あ
る
。
」
(
「
文

芸
往
来
」
、
l
五
九
ペ
)

菊
池
先
の
こ
の
論
は
、
志
賀
氏
へ
の
敬
愛
に
発
す
る
こ
と
を
、
筋
1

節
・
第
五
節
の
首
尾
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
、

第
1
節
　
考
察
の
立
場
-
・
-
前
お
き

一
　
　
　
　
　
年
　
∵
　
　
　
　
∴
-
*
-
i
^
-
‥
-
V

第
三
節
　
志
賀
作
品
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
質

第
四
節
　
志
賀
作
品
の
底
流
と
し
て
の
「
道
徳
」

第
五
節
　
志
賀
の
定
位
-
-
-
む
す
び

諭
を
婁
筏
に
展
開
さ
せ
、
み
ご
と
な
構
成
を
し
、
志
賀
作
品
の
特
箕
を

論
究
し
え
て
い
る
。

「
国
語
の
力
」
へ
の
引
用
は
、
菊
池
寛
の
志
賀
論
の
う
ち
、
最
も
深
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く
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
三
つ
を
ま
と
め
て
、
そ
れ
を
作
品
の
例

示
に
結
び
つ
け
て
、
活
用
す
る
よ
う
に
く
ふ
う
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。

垣
内
松
三
発
生
は
'
「
芸
術
的
摂
理
」
を
説
く
の
に
、
志
賀
直
哉
か

ら
の
具
体
例
な
ら
び
に
志
賀
自
身
の
文
学
活
動
の
分
析
を
も
っ
て
す
る

よ
う
に
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
菊
池
責
の
「
文
芸
往
央
」

所
収
の
、
こ
の
論
に
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ン
ト
を
得

て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
、
菊
池
完
の
志
賀
直
哉
論
の
、
当

時
と
し
て
、
み
ご
と
な
構
域
と
周
到
さ
・
鋭
さ
に
触
発
さ
れ
た
、
深
い

感
銘
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
。

菊
池
完
の
「
志
賀
直
哉
氏
の
作
品
」
は
、
大
正
七
年
十
7
月
に
執
筆

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
垣
内
先
生
が
単
行
本
「
文
芸
往
来
」
に
収
め
ら

れ
た
も
の
の
み
を
読
ま
れ
た
か
、
発
表
当
時
に
も
読
ま
れ
た
か
、
そ
れ

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
垣
内
松
三
先
生
の
論
文
読
み
の
鋭
さ
が
、
こ
の

「
芸
術
的
摂
理
」
の
節
の
引
用
に
は
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
り

げ
な
い
引
用
の
ご
と
ノ
＼
で
あ
っ
て
、
眼
光
の
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
こ
ち

ら
に
反
射
し
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

「
国
語
の
力
」
の
成
立
に
は
、
垣
内
松
三
党
生
の
こ
の
ヰ
っ
な
読
み

深
め
な
ら
び
に
そ
こ
か
ら
の
票
=
・
実
際
両
面
へ
の
摂
取
・
活
用
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
昭
和
4
0
年
7
月
は
日
稿
、
う
ち
7
部
、

昭
和
3
9
年
7
日
川
日
荷
)

(
本
学
助
教
授
)
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