
ス

タ

ユ

ー

ニ

ン

　

の

文

学

教

育

論

-
十
九
位
紀
に
お
け
る
p
シ
ャ
の
文
学
教
育
-

浜
　
　
本
　
　
純
　
　
逸

魁
娼
f
s
m
s

ロ
シ
ャ
'
ソ
ビ
エ
ト
を
通
じ
て
へ
文
学
教
育
に
お
け
る
広
大
の
関
心
は
内
容

と
形
式
の
統
T
P
あ
っ
た
。
文
学
作
品
の
も
つ
豊
か
な
忠
恕
内
容
と
言
語
芸
術

と
し
て
の
文
学
が
も
つ
芸
術
性
と
の
二
側
面
を
ど
の
よ
う
に
把
捉
し
,
ど
の
よ

ぅ
に
文
学
教
授
の
対
象
と
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
一
八
二
六
年
十
二
月
に
生
ま
れ
・
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
第
三
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
卒
業
後
へ
セ
ン
ト
・
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
大
学
で

歴
史
と
文
献
学
を
専
攻
し
て
、
ふ
た
た
び
母
校
の
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
第
三
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
に
帰
り
'
文
学
の
教
師
と
な
り
へ
べ
-
ン
ス
キ
-
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ

フ
ス
ヰ
-
'
ド
プ
ロ
リ
ユ
ー
ボ
フ
ら
革
命
的
民
主
主
我
者
た
ち
,
教
育
学
者
で

は
ピ
ロ
ゴ
7
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
ら
の
思
想
の
影
響
を
受
け
つ
つ
世
界
初
を
形

成
し
'
六
四
年
に
は
『
ロ
シ
ャ
文
学
の
教
授
に
つ
い
て
』
を
著
わ
し
た
。
こ
の
古

は
そ
の
後
何
度
も
板
を
重
ね
た
O
彼
は
晩
年
ま
で
教
育
界
に
発
言
を
つ
づ
け

た
。こ

こ
で
は
彼
の
『
ロ
シ
ャ
文
学
の
教
授
に
つ
い
て
』
を
中
心
に
,
の
彼
の
文

学
教
育
論
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
・
物
そ
れ
が
時
代
と
の
ど

の
よ
う
な
関
わ
り
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
か
,
糾
そ
し
て
,
そ
れ
は
ロ
シ
ャ

・
ソ
ビ
エ
ト
の
文
学
教
育
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
る

か
'
な
ど
を
考
察
し
て
み
た
い
。

十
九
世
紀
の
六
〇
年
代
ま
で
に
お
け
る
ロ
シ
ャ
の
文
学
の
教
育
は
,
文
学
教

育
と
い
う
よ
り
文
学
望
洲
の
つ
め
こ
み
と
い
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
た
o

ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
文
学
教
育
の
研
究
者
・
ゴ
ル
ー
プ
コ
フ
に
よ
れ
ば
T
八

三
三
年
の
「
教
授
計
画
規
則
」
　
(
Y
S
T
A
V
P
R
O
G
R
A
M
M
這
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

「
三
学
年
　
文
法
の
学
習

四
学
年
格
文
法
、
脚
怒
組
立
て
、
や
さ
し
い
小
詩
の
晴
雨

五
・
六
学
年
文
や
短
詩
の
論
理
的
修
辞
的
解
釈
の
練
習
の
伴
う
論
理
学

と
修
辞
学

七
学
年
模
範
的
解
釈
に
よ
る
詩
学
習
と
短
い
ロ
シ
ャ
文
学
史
」
(
㊥
-

二
六
ペ
)
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文
法
,
精
文
法
,
論
誓
言
修
辞
学
お
よ
び
文
学
史
と
い
う
ふ
う
に
文
学
知

識
の
教
授
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
教
授
法
は
、
同
じ
く
ゴ
ル
ー
プ
コ
フ
に
よ
れ

ば
き
わ
め
て
ス
コ
ラ
的
で
あ
っ
た
。

「
そ
の
内
容
の
根
本
は
、
文
学
作
品
の
古
-
さ
い
教
典
を
知
ら
せ
る
こ
と
に

言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
!
　
　
　
　
　
∴
I
I
　
　
　
∴

規
則
ず
-
め
の
強
制
的
な
詩
的
古
典
主
童
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
に
あ
る
。

・
-
‥
中
略
-
-

棒
暗
記
は
中
学
生
に
と
っ
て
何
ら
か
の
他
の
教
科
書
習
得
の
方
法
を
想
供
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
ま
で
に
習
慣
的
に
な
っ
て
い
た
。
」
　
(
㊥
-
二
六
ペ
)

修
辞
上
の
規
則
を
柁
暗
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
.

ロ
ト
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
こ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
的
な

修
辞
や
詩
学
を
セ
ン
-
・
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
第
三
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
生
徒
と
し
て

学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
「
修
辞
学
と
詩
学
1
十
九
世
紀
の
六
〇
年
代
ま
で
中

学
校
に
お
い
て
教
授
さ
れ
て
い
た
文
学
の
ド
グ
マ
的
な
部
門
。
一
八
五
一
年
に

は
い
ま
だ
に
国
民
教
育
者
に
よ
っ
て
、
佃
署
名
の
教
科
討
『
文
学
の
堅
剛
、
ギ

ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
課
程
』
が
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
の
義
務
的
な
任
用
の
た
め
に
発
行

さ
れ
て
い
た
。
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
、
セ
ン
-
・
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
墾
ニ
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
の
生
徒
と
し
て
、
こ
の
ス
コ
ラ
的
な
教
科
書
で
学
ん
だ
o
」
　
(
e
-
三
八

fmnド
グ
マ
的
な
内
容
の
ス
コ
ラ
的
な
教
授
法
が
し
だ
い
に
克
附
さ
れ
て
い
く
過

控
的
な
時
代
が
五
〇
年
こ
ろ
か
ら
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
規
則

ず
く
め
」
と
「
棒
暗
記
」
の
文
学
教
育
を
克
服
す
る
た
め
に
'
五
〇
年
代
か
ら

七
〇
年
代
さ
ら
に
は
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
文
学
教
育
理
論
が
主

張
さ
れ
、
試
み
ら
れ
た
o
そ
れ
ら
の
聖
榊
的
な
営
み
を
現
在
か
ら
み
る
と
、
ゴ

ル
ー
プ
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
思
料
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。

「
第
1
の
思
糊
の
代
表
者
た
ち
は
、
芸
術
文
学
の
中
に
'
主
と
し
て
思
想
と

形
象
の
苗
お
よ
び
力
を
評
価
し
'
文
学
作
品
の
中
に
社
会
的
-
政
治
的
訓
育

の
手
段
を
兄
い
だ
し
た
。
こ
の
見
解
の
支
持
者
の
理
解
す
る
文
学
読
み
を
条
件

つ
き
で
教
化
的
　
-
　
訓
育
的
読
み
と
呼
び
う
る
.

軍
一
の
思
潮
は
'
文
学
テ
キ
ス
-
の
美
的
本
質
を
第
1
プ
ラ
ン
に
引
き
あ
げ

た
。
こ
の
見
解
の
代
表
者
た
ち
の
視
点
か
ら
の
文
学
読
み
は
、
な
に
よ
り
も
ま

t
¥
'
A
伯
的
1
菜
的
汁
　
雲
蝣
-
"
」
.
'
0
-

教
授
法
学
者
の
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
文
学
読
み
の
基
環
と
し
て
、
プ
ラ
ン

(
諸
部
分
の
論
理
的
結
び
つ
き
)
と
作
品
の
言
語
の
分
析
を
と
り
あ
げ
、
テ
キ

ス
ト
学
習
の
基
礎
的
課
題
を
生
徒
の
思
考
と
話
す
こ
と
の
技
能
の
発
達
に
兄
い

だ
し
た
0
第
l
,
第
二
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
第
三
の
思
潮
は
論
理
的
1
文

体
論
的
と
呼
び
う
る
。
」
　
(
①
-
一
三
ペ
)

ウ
シ
ン
ス
キ
ー
-
ス
タ
ユ
I
I
一
ン
、
ピ
ロ
ゴ
7
、
-
ル
ス
ト
イ
た
ち
の
主
張
が

第
一
の
「
教
化
的
-
訓
育
的
読
み
」
に
屈
し
、
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
I
の
論

-

-

-

.

v

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

.

I

じ
め
、
当
時
の
1
股
の
教
授
法
研
究
者
た
ち
'
教
師
た
ち
は
'
ポ
リ
ヴ
ァ
ノ
フ

に
代
表
さ
れ
る
墾
一
石
「
論
理
的
-
文
体
諭
的
読
み
」
に
屈
し
て
い
た
。
と
い

う
こ
と
は
、
当
時
の
普
通
の
教
師
、
ま
た
当
局
者
た
ち
の
考
え
方
は
文
学
の
形

式
面
を
重
視
し
て
、
内
容
面
は
た
誠
的
あ
る
い
は
醸
意
識
的
に
軽
く
み
て
い
た

こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
流
れ
の
時
間
的
延
長
の
上
に
'
質
的
に
は
こ
れ
ら
の
思

糊
の
革
命
的
飛
躍
の
上
に
1
九
I
七
年
必
後
の
ソ
ビ
エ
ト
の
史
学
教
育
望
卵
が

築
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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7
　
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
の
論
の
特
質

ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
、
農
奴
制
の
行
な
わ
れ
て
い
た
ロ
シ
ャ
に
あ
っ
て
、
そ
の

社
会
の
近
代
化
の
担
い
手
と
し
て
の
「
近
代
的
市
民
」
の
育
成
を
教
育
の
目
標

と
考
え
て
い
た
。

ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
各
教
科
の
授
業
に
次
の
三
つ
の
陶
冶
的
な
ら
び
に
訓
育
的

望
思
義
を
見
出
し
て
い
た
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
は
,
そ
の
教
科
の
中
に
生
徒

を
幸
せ
に
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
三
つ
の
生
き
た
力
を
見
つ
け
る
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
t
の
彼
は
自
然
と
人
間
に
関
し
て
の
百
石
認
識
を
生
徒
た
ち
に
伝

え
'
i
i
彼
ら
を
発
達
さ
せ
、
川
仕
事
へ
d
r
y
g
)
に
慣
れ
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

教
材
へ
そ
の
伝
達
と
知
覚
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
合
増
的
な
作
業
1
こ

れ
が
教
科
に
陶
冶
的
な
ら
び
に
訓
育
的
意
義
を
与
え
る
た
め
の
授
業
に
お
い
て

結
合
さ
れ
る
べ
き
三
つ
の
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
分
離
す
る
か
ま
た
は
他
の
も

の
か
ら
二
ノ
だ
け
を
抽
出
す
る
こ
と
は
'
教
授
の
真
の
目
的
を
理
解
し
な
い
こ

と
、
な
ら
び
花
達
成
す
る
の
に
必
S
K
な
こ
と
を
迂
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」

(
⑧
I
三
7
六
ペ
)
こ
の
三
つ
の
R
東
の
総
合
的
な
達
成
を
授
業
に
求
め
た
の

で
あ
る
。

文
学
科
の
授
業
に
は
'
二
つ
の
点
で
そ
の
特
質
を
兄
い
だ
し
て
い
た
。
そ
の

言
は
'
「
文
学
科
は
美
的
な
ら
び
に
国
民
的
な
作
品
が
美
的
感
覚
を
育
て

る
と
い
う
点
に
他
の
何
よ
り
も
敬
志
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
o
他
の
教
科
で

は
'
発
達
の
こ
の
側
面
を
考
頗
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
,
美
的
感
情
-

こ
れ
は
教
育
活
動
に
お
け
る
文
学
科
の
特
殊
性
で
あ
る
」
　
(
0
-
三
二
〇
ペ
)

と
い
う
実
的
感
情
の
教
育
で
あ
る
。
い
ま
T
つ
は
、
文
学
作
品
を
と
お
し
て
の

現
在
に
い
た
る
過
去
の
生
活
の
認
識
で
.
あ
る
。
「
市
民
的
な
働
き
手
で
あ
る
た

め
に
は
'
市
民
的
感
情
を
育
て
る
こ
と
が
必
朝
で
あ
る
だ
け
で
は
な
-
、
そ
の

過
去
を
確
実
に
認
知
す
る
こ
と
も
必
項
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
た
や
す
く

個
人
的
な
興
味
に
心
を
奪
わ
れ
る
か
'
あ
る
い
は
現
代
の
社
会
の
必
要
に
不
調

和
し
は
じ
め
る
か
'
あ
る
い
は
、
結
局
は
'
歴
史
は
何
も
の
を
も
た
ら
さ
な
か

っ
た
と
い
う
よ
う
な
飛
躍
を
な
す
こ
と
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
⑧
-
三
三

一
l
二
三
二
ペ
)
彼
は
、
文
学
作
品
が
先
進
的
な
社
会
理
想
を
只
硯
し
て
い
る

と
考
え
て
お
り
'
市
民
的
感
情
を
育
て
る
と
考
え
て
い
た
。

ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
'
言
語
芸
術
と
し
て
の
美
的
側
面
と
社
会
理
想
の
認
知
と

い
う
知
的
側
面
と
を
文
学
教
育
の
特
質
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
側
面
の
融
合
し
た
具
現
休
(
文
学
の
授
業
)
が
教
科
と
し
て
の
文

学
教
育
の
陶
冶
的
な
ら
び
に
訓
育
的
・
u
義
を
実
現
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

二
　
作
品
解
釈
作
業
に
お
け
る
知
育
・
徳
育
・
芙
青
の
統
一

ス
タ
ユ
ー
ニ
シ
は
文
学
の
授
業
の
中
に
解
釈
作
業
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

「
理
憩
的
な
ら
び
に
現
実
的
な
側
面
の
教
示
を
と
も
な
う
内
容
の
共
礎
的
な
解

釈
は
'
裏
の
詩
的
作
品
に
お
い
て
常
に
内
容
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
形
式

に
関
し
て
の
真
の
美
的
評
価
を
な
す
こ
と
の
可
能
性
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
こ
こ
で
は
、
知
的
、
道
徳
的
、
お
よ
び
美
的
発
達
が
ー
一
つ
が
他
を
助

け
あ
う
も
の
と
し
て
I
-
統
7
さ
れ
て
い
る
.
」
　
(
③
-
三
三
ペ
)
内
容
の

茄
礎
的
な
解
釈
は
知
的
追
求
と
い
え
よ
う
.
そ
の
知
的
追
求
が
作
品
の
「
形
式

に
関
し
て
の
首
・
I
Q
美
的
評
価
を
な
す
こ
と
の
可
能
性
」
を
与
え
る
の
で
あ
る
0

解
釈
を
と
お
し
て
、
ま
た
、
解
釈
の
結
果
と
し
て
生
徒
た
ち
に
道
徳
的
感
情
が

育
つ
t
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ユ
土
二
は
'
第
1
の
思
潮
に
位
軍
つ
け
ら
れ
る
者
の
特
長
と
し
て
,

文
学
作
品
の
内
容
お
よ
び
形
象
の
与
え
る
力
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
,
「
だ

が
'
わ
れ
わ
れ
が
文
学
科
を
迅
徒
的
な
哲
学
ま
た
は
モ
ラ
ル
の
課
業
に
変
え
よ
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う
と
欲
し
て
い
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
で
は
な
-
て
、
教
師
と
生
徒

と
の
対
語
は
文
学
的
な
解
釈
の
範
囲
か
ら
は
み
出
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
」
　
(
◎
-
三
三
ペ
)
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
中
か
ら
単
に
遺

棟
的
内
容
を
取
り
出
し
て
'
そ
れ
を
与
え
よ
う
と
考
え
る
の
で
は
な
い
.

解
釈
作
業
は
あ
く
ま
で
文
学
作
品
を
と
お
し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
「
ど
の
よ
う
な
E
霜
篇
'
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
、

若
者
は
生
活
の
ど
の
面
に
触
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
性
棺
を
育
て
て
い
る
か
'
そ
し
て
そ
れ
と
現
実
と

の
結
び
つ
き
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
、
な
ど
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
審

美
性
を
帯
び
た
一
般
的
望
謁
命
題
を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
い
で
あ
ろ

う
O
記
憶
に
留
め
る
た
め
に
1
定
の
語
句
を
暗
記
す
る
こ
と
は
も
は
や
抽
象
的

で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ま
だ
抽
象
的
思
考
に
慣
れ
て
い

な
い
生
徒
の
知
力
は
一
連
の
実
際
的
な
観
察
に
よ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
段
階
的
に

迂
す
る
で
あ
ろ
う
。
-
-
(
中
略
)
-
=
こ
の
よ
う
な
論
理
的
な
結
論
づ
け
と

推
論
を
と
お
し
て
、
生
徒
た
ち
は
し
だ
い
に
本
の
中
で
抽
象
的
思
考
を
す
る
こ

と
に
憤
れ
,
さ
ら
に
本
に
興
味
を
見
出
し
さ
え
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
の
知
的
発
達
を
証
明
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
①
-
三
二
二
ペ
)
つ
ま
り
'

作
品
の
解
釈
作
業
の
目
的
は
、
文
学
作
品
を
深
-
知
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
解
釈
作
業
が
生
徒
に
「
美
的
評
価
を
な
す
」
可
能
性
を
与
え
へ
遺
徳
的
感

情
を
育
て
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
'
教
科
と
し
て
の
文
学
科
の
陶
冶
的
な
ら
び
に
訓
育
的
意

義
は
、
文
学
作
品
の
解
釈
作
業
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
挙
見
る
.
こ
の
よ
う

に
琴
見
て
へ
彼
は
、
解
釈
作
業
に
お
い
て
、
「
知
的
、
道
徳
的
'
お
よ
び
美
的

発
達
が
1
一
つ
が
他
を
助
け
あ
う
も
の
と
し
て
1
統
一
さ
れ
て
い
る
」
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

文
学
の
授
業
に
お
け
る
'
内
容
と
形
式
の
1
元
的
な
把
握
の
理
論
化
が
ス
タ

ユ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.

三
　
作
品
分
析
法
の
探
求

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
内
容
自
体
で
は
な
-
、
そ
れ
に
対
す
る
作
業
へ
お
よ

び
詩
的
作
品
の
解
釈
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
問
題
に
対
す
る
生
徒
の

作
業
が
重
要
な
の
で
あ
る
O
こ
れ
が
'
わ
れ
わ
れ
が
頁
の
認
識
と
呼
ぶ
そ
の
怒

・
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
自
身
を
解
明
し
'
人
間
を
知
的
に
、
道

徳
的
に
、
そ
し
て
美
的
に
発
達
さ
せ
る
話
力
を
含
ん
で
い
る
か
ら
。
」
　
(
◎
-

三
二
1
ペ
)
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
の
考
え
る
文
学
の
授
業
で
は
、
作
品
解
釈
の
作
業

が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
行
な
う
べ
き
か
と
い
う

問
い
を
自
ら
に
課
し
て
ヘ
　
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
'
作
品
解
釈
の
方
法
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
た
O
プ
ー
シ
キ
ン
の
『
大
尉
の
娘
』
.
 
'
フ
ォ
ン
ピ
ジ
ン
の
『
未

成
年
』
へ
　
ツ
ル
ゲ
-
ネ
フ
の
『
ペ
ー
ジ
ン
の
野
』
な
ど
の
作
品
研
究
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
'
ま
ず
彼
が
1
八
五
九
年
～
一
八
六
〇
年
に
発
行
し

て
い
た
新
聞
『
ロ
シ
ャ
的
世
界
』
に
拓
哉
さ
れ
、
の
ち
に
教
材
研
究
の
視
点
か

ら
手
が
加
え
ら
れ
て
、
『
ロ
シ
ャ
文
学
の
教
授
に
つ
い
て
』
に
と
り
入
れ
ら
れ

た
。ス

タ
ユ
ー
ニ
ン
の
解
釈
の
方
法
は
作
品
形
象
を
と
お
し
て
作
者
の
思
想
に
せ

ま
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
真
の
美
的
作
品
は
、
そ
れ
自

身
の
中
に
'
生
活
、
現
実
、
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
て
い
る
多
-
の
道
徳
的
社
会

的
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
問
題
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
を
解
明
す

る
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
な
く
し
て
は
菜
的
評
価
さ
え
も
不
可
能
で
あ
る

と
こ
ろ
の
そ
の
内
容
の
詳
細
な
検
討
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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そ
れ
は
諸
事
実
か
、
人
物
と
そ
の
性
質
か
、
詩
人
自
身
の
理
想
か
に
関
係
し
て

い
て
'
生
活
の
多
面
的
な
諸
問
題
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
基

本
的
な
彼
の
思
想
'
現
実
へ
の
彼
の
関
係
、
ま
た
彼
の
世
界
観
を
検
討
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
'
わ
れ
わ
れ
を
身
近
な
そ
れ
ぞ
れ
に

興
味
あ
る
問
題
へ
'
生
活
の
問
題
へ
向
け
る
で
あ
ろ
う
O
」
　
(
㊥
I
三
二
〇

ペ
)
作
品
内
の
　
山
諸
事
実
へ
偽
人
物
と
そ
の
性
雪
間
詩
人
自
身
の
理
想
,

糾
錐
活
の
多
面
的
な
詔
間
嬰
芋
が
か
り
に
,
韮
本
的
な
作
者
の
思
想
、
現
実

へ
の
作
者
の
関
係
'
ま
た
作
者
の
世
界
観
を
検
討
す
る
こ
と
を
彼
は
考
え
て
い

JfL
ぉ
そ
ら
く
は
'
生
徒
た
ち
の
現
実
の
問
,
一
望
冨
*
蝣
*
!
て
生
活
の
問
題
を
究
明
し

ょ
ぅ
と
す
る
彼
の
立
場
の
現
わ
れ
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
作
家
の
生
活
と
作
品

と
の
関
係
の
追
求
を
禿
祝
し
て
い
る
o
　
「
人
間
と
外
的
世
界
と
の
関
係
、
つ
ま

り
'
ど
の
よ
う
な
手
段
で
自
分
の
中
に
仝
外
界
を
感
知
す
る
か
,
そ
し
て
、
自

己
の
内
的
清
動
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
'
多
様
な
人
間
関
係
つ
ま
り
ナ
イ
ー
ブ
な
・
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
・

皮
肉
な
・
お
よ
び
誼
刺
的
な
、
い
ろ
い
ろ
な
成
薮
と
生
涌
環
境
と
の
影
響
に
よ

る
性
柏
の
形
成
、
作
家
は
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
こ
と
が
で
き
,
ど
の
よ
う

に
そ
れ
を
達
成
す
る
か
'
ど
の
よ
う
な
形
式
で
自
己
の
思
想
を
表
現
し
う
る

か
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
形
式
の
美
は
含
ま
れ
う
る
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。
」

(
①
-
三
二
六
ペ
)
　
川
多
様
な
人
間
関
係
、
脚
性
棺
の
形
成
、
川
作
家
の
目

的
へ
糾
そ
の
達
成
方
塗
堅
衣
硯
形
式
、
脚
形
式
美
へ
の
六
つ
の
作
品
分
析
の

視
点
を
析
出
し
て
い
る
。

こ
れ
は
へ
当
時
の
細
部
に
わ
た
っ
て
'
語
、
文
を
話
し
か
え
る
の
み
の
語

釈
的
方
法
や
'
全
体
的
な
印
象
を
話
し
令
っ
の
み
の
高
槻
的
方
法
に
対
し
て

大
き
な
進
歩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
近
代
的
な
作
品
研
究
の
実
証
的
方
法
が

方
法
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
,
ロ
シ
ャ
・
ソ
ビ
エ
ト

の
作
品
研
究
の
方
法
の
特
質
で
あ
る
作
者
お
よ
び
読
者
の
実
生
活
と
の
結
び
つ

き
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
作
品
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
う
ち
だ
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
O
生
H
の
反
映
と
し
て
文
学
現
象
を
見
る
反
映
理
論

の
さ
き
ぶ
れ
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
'
唯
物
論
的
な
作
品
研
究
の
先
駆
を
な

す
方
法
の
自
覚
で
あ
る
と
亭
見
る
か
と
思
う
。

も
っ
と
も
'
彼
の
ば
あ
い
へ
こ
の
よ
う
な
方
法
論
が
十
全
に
そ
の
作
品
解
釈

に
お
い
て
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
注
意
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
疑

問
な
し
と
い
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
ツ
ル
ゲ
-
ネ
フ
の
『
犯
人
日
記
』
の
中
の
短
篇
『
ペ
ー

ジ
ン
の
野
』
の
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
に
よ
る
解
釈
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
こ
の
作
品

の
あ
ら
す
じ
は
'
1
人
の
獅
師
が
猟
に
旦
し
道
に
迷
い
、
不
気
味
な
滞
米
の
繁

み
を
さ
ま
よ
っ
た
あ
げ
-
馬
番
の
子
ど
も
た
ち
が
焚
火
を
か
こ
ん
で
い
る
場
に

出
あ
い
へ
子
ど
も
た
ち
の
お
化
け
の
詔
な
ど
を
聞
き
な
が
ら
一
夜
を
過
ご
す
詔

で
あ
る
。

構
成
に
注
目
し
て
前
半
J
J
t
後
半
に
分
け
て
い
る
。

そ
の
前
半
の
次
の
部
分
を
引
用
し
て
検
討
し
て
い
く
。

「
早
く
も
コ
ウ
モ
-
が
眠
り
に
つ
い
た
梢
の
上
を
飛
び
ま
わ
っ
て
い
る
o
薄

暗
い
空
に
あ
や
し
げ
な
輪
を
描
い
て
、
身
体
を
ば
た
ば
た
謡
わ
せ
な
が
ら
-
・
・
・

中
略
(
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
)
・
-
-
す
べ
て
の
も
の
が
黒
-
な
っ
て
ゆ
き
,
小
さ

な
夜
の
馬
が
要
り
か
な
異
を
ひ
ろ
げ
て
ヘ
音
も
な
く
,
低
-
飛
ん
で
き
た
が
,

ぉ
び
え
た
よ
う
に
わ
き
へ
そ
れ
て
姿
を
消
し
た
。
ま
わ
り
の
畑
が
ほ
の
白
く
見

ぇ
る
0
考
え
て
ゆ
-
空
気
の
中
に
、
足
音
が
う
つ
ろ
に
聞
え
る
。
　
中
略

(
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
)
-
-
窪
地
の
中
が
そ
れ
ほ
ど
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え

り
'
そ
の
上
に
は
空
が
あ
ま
り
に
も
平
べ
っ
た
く
あ
ま
り
に
も
わ
び
し
げ
に
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垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
で
,
私
の
心
は
締
み
上
る
思
い
で
あ
っ
た
。
」
(
佐
々

木
彰
訳
『
猟
人
日
記
』
岩
波
文
肺
一
四
三
上
四
八
ペ
)

「
薄
暗
い
空
に
」
「
あ
や
し
げ
な
輪
を
描
い
て
」
「
冷
え
て
ゆ
く
空
気
の
中

に
」
「
そ
れ
ほ
ど
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
り
'
そ
の
上
に
は
空
が
あ
ま
り
に

も
平
べ
っ
た
く
あ
ま
り
に
も
わ
び
し
げ
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
で
私
の
心

は
柄
み
上
る
思
い
で
あ
っ
た
」
な
ど
の
描
与
や
形
容
語
句
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
,
「
こ
の
聖
の
場
面
で
子
ど
も
た
ち
に
魅
惑
的
な
好
意
を
持
た
れ
る

あ
ら
ゆ
る
も
の
,
子
ど
も
た
ち
の
想
伶
力
に
神
秘
的
に
強
-
働
き
か
け
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
自
然
の
各
側
面
を
描
く
こ
と
に
作
者
が
努
力

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
O
l
至
ペ
)
と
抽
象
化
し
て
解
釈
し
て
い

S
Bま

た
・
「
少
年
た
ち
の
話
し
あ
い
そ
の
も
の
も
、
時
お
り
自
然
の
描
写
や
そ
れ

ら
が
少
年
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
神
秘
的
に
働
き
か
け
て
い
る
か
の
指
摘
に
よ
っ

て
中
断
さ
れ
て
い
る
。
」
　
(
①
一
五
二
ペ
)
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
'
「
す
べ
て
・

こ
の
こ
と
は
,
自
然
の
描
与
に
よ
っ
て
作
者
が
こ
こ
で
一
定
の
目
的
に
集
中
し

て
い
た
こ
と
,
そ
れ
が
た
し
か
に
物
語
の
本
質
的
部
分
を
な
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
o
」
(
①
一
五
子
亘
ニ
ペ
)
と
も
言
っ
て
い
る
.
作
者
が
神

秘
的
な
自
然
を
描
こ
う
と
い
う
目
的
に
集
中
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

後
半
部
に
つ
い
て
は
,
科
学
の
発
達
し
て
い
な
い
所
で
は
迷
信
が
は
び
こ

る
,
と
い
う
意
見
を
拙
さ
出
し
て
い
る
o
　
「
も
う
三
の
部
分
(
人
間
を
描
い

て
い
る
)
は
、
1
定
の
環
境
の
中
の
お
-
れ
た
考
え
方
の
人
間
生
活
に
触
れ
て

い
る
。
お
く
れ
た
人
た
ち
に
迷
信
上
の
恐
怖
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然

は
彼
ら
の
想
偉
力
に
強
く
働
き
か
け
る
。
科
学
の
完
全
な
欠
除
の
も
と
で
は
'

自
然
は
諸
現
象
の
多
様
性
を
解
釈
す
る
人
間
の
志
向
に
対
し
て
た
え
ず
迷
信
を

支
持
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
歩
み
は
生
活
へ
の
誤
っ
た
関

係
に
も
と
づ
い
た
側
か
ら
の
迷
信
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
へ
し
ば
し
ば

そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
偶
灘
の
幸
福
を
顕
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
堅
実
な
幸
福
は
こ
う
い
う
環
境
で

は
不
可
能
な
の
で
あ
る
0
　
こ
れ
が
作
品
の
思
想
で
あ
る
。
」
　
(
0
-
三
三

ペ
)
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
、
ス
タ
ユ
-
ン
は
、
堅
実
な
幸
福
は
迷
信
の
信

じ
ら
れ
て
い
る
環
境
に
は
あ
り
え
な
い
、
七
い
う
こ
と
を
作
品
の
思
想
と
し

て
,
と
り
出
し
,
迷
信
否
定
の
教
訓
小
説
と
し
て
『
ペ
ー
ジ
ン
の
野
』
を
把
握

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
作
品
の
実
証
的
な
検
討
が
'
途
中
か
ら
急
に
道
徳
的
・
教
訓
的

な
命
題
の
析
出
へ
と
折
れ
ま
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
話
部
分
の
分
析

か
ら
導
か
れ
,
す
べ
て
の
細
部
に
よ
っ
て
た
し
か
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

(
①
-
三
三
ペ
)
実
証
精
神
が
く
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
'
彼

の
作
品
分
析
の
方
法
論
は
,
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
,
ま
だ
そ
の
意
図
ほ
ど
に

は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

彼
の
「
近
代
市
民
」
を
噂
求
す
る
性
急
な
心
が
'
彼
の
方
法
論
を
裏
切
っ

た
,
と
い
え
よ
う
O
彼
の
啓
豪
的
合
理
主
義
志
向
が
、
作
品
の
中
に
公
式
的
な

市
民
思
想
を
探
し
出
す
こ
と
へ
傾
か
せ
,
そ
の
作
品
解
釈
空
面
的
図
式
的
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
o
お
そ
ら
く
、
文
化
的
に
遅
れ
た
農
業
国
ロ
シ
ャ
に
生
き

て
,
科
学
的
合
理
主
義
に
目
ざ
め
た
啓
慧
家
の
位
置
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
こ

の
よ
う
な
彼
の
姿
勢
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
背
景
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
の
稗
設
家
と
し
て
の
あ
せ
り
が
、
こ
の
よ
う
な
理
論
と
実

践
の
背
反
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
批
判
的
対
話
に
よ
る
学
習

教
室
に
お
い
て
、
作
品
を
的
釈
し
て
い
く
具
体
的
な
教
授
=
学
習
の
方
法

と
し
て
,
ス
タ
ユ
土
ン
は
批
判
的
対
眉
の
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
生
徒
と
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教
師
の
対
話
に
よ
っ
て
文
学
の
授
業
を
す
す
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
品
分
析

J
Q
視
点
を
学
習
す
る
作
品
に
適
用
し
て
'
生
徒
と
教
師
が
作
品
を
槻
察
し
,
検

討
し
っ
つ
対
話
を
行
な
う
。

「
観
察
を
集
め
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
ず
に
自
分
の
定
見
を
述
べ
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
、
生
徒
は
対
象
に
対
⊥
て
十
分
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
0
は
た
し
て
こ
れ
が
批
判
で
あ
ろ
う
か
P
　
わ
た
く
し
の
意
見
に
よ

れ
ば
判
断
と
は
多
-
集
め
ら
れ
た
根
拠
を
も
と
に
し
た
判
断
で
あ
る
。
根
拠
を

集
め
'
そ
れ
を
厳
密
に
考
察
す
る
こ
と
に
慣
れ
る
の
は
厳
密
な
思
考
と
き
び
し

い
判
断
に
慣
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
　
(
⑧
-
三
二
三
ペ
)
と
ス
タ
ユ
土
l

ン
は
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
合
理
主
義
'
実
証
主
義
の
主
張
で
あ
る
0
日
分
で

資
料
を
集
め
て
自
分
の
判
断
を
行
な
う
近
代
的
独
立
市
民
育
成
の
,
文
学
教
育

に
お
け
る
学
習
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
0

こ
の
こ
と
を
、
「
愛
国
心
と
偉
人
へ
の
尊
敬
の
問
題
に
お
い
て
,
官
憲
の
命

令
は
何
ら
定
義
を
持
た
ず
'
ま
た
大
き
な
力
を
も
っ
て
そ
れ
を
留
め
な
い
.
つ

ま
り
、
.
自
分
自
身
の
確
信
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
そ
れ
は
対
象
の
さ

び
し
い
分
析
の
結
栄
に
現
わ
れ
る
。
」
　
(
⑧
-
三
二
四
～
三
二
五
ペ
)
と
い
う

ス
タ
ユ
土
l
ン
の
こ
と
ば
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
,
当
時

の
、
7
方
的
な
押
し
っ
け
の
注
入
教
育
が
、
無
批
判
な
人
間
の
育
成
を
饗
求
す

る
絶
対
王
政
の
ツ
ァ
ー
-
ズ
ム
の
所
産
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
で

S
蝣
:
る
。

根
拠
を
も
と
に
し
て
の
思
考
は
'
対
話
に
よ
っ
て
よ
り
確
か
に
さ
れ
,
深
め

ら
れ
'
発
展
さ
せ
ら
れ
る
、
と
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
考
え
る
0
　
「
観
察
を
と
お
し

て
、
そ
し
て
へ
作
品
の
形
式
と
内
容
の
問
の
'
1
定
の
人
相
と
社
会
的
生
活
と

の
間
の
生
き
た
結
び
つ
き
を
忘
れ
な
い
で
、
教
師
は
た
え
ず
対
話
の
お
も
し
ろ

さ
を
保
つ
。
一
方
、
生
徒
は
論
理
的
な
方
法
で
7
定
の
結
論
を
引
き
出
し
な
が

ら
自
ら
の
知
力
で
た
え
ず
作
業
し
、
人
間
生
活
の
あ
れ
こ
れ
の
側
面
を
説
明
す

る
新
し
い
概
念
の
狩
得
の
中
に
自
己
の
作
業
の
目
的
を
兄
い
だ
す
の
で
あ
る
」

(
③
-
三
二
六
ペ
)
対
話
の
過
程
を
と
お
し
て
、
生
征
は
、
人
間
に
つ
い
て
、

人
間
生
沼
に
つ
い
て
'
あ
れ
こ
れ
と
考
え
へ
新
し
い
見
方
,
新
し
い
概
念
を
身

に
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
的
な
市
民
と
し
て
の
自
己
の
世
界
観

を
形
成
し
て
い
く
思
考
法
で
も
あ
っ
た
。

「
教
師
の
指
導
に
よ
る
教
室
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
作
業
の
後
に
,
生
徒
た
ち

に
家
庭
作
業
が
残
っ
て
い
る
Q
そ
れ
は
全
般
的
な
努
力
で
な
汚
れ
た
全
結
論
を

厳
密
な
結
び
つ
き
で
文
章
に
叙
述
し
、
た
と
え
ば
形
式
を
対
話
的
_
な
も
の
か
ら

独
自
的
な
も
の
へ
琴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
.
そ
し
て
,
そ
れ
は
彼
に
全
問
題
と
結

論
を
さ
ら
に
熟
考
す
る
可
能
性
を
与
え
、
時
と
し
て
,
彼
が
教
室
対
話
の
対
象

と
な
し
う
る
新
し
い
問
題
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
教
室
解
釈
の
型
の
他
に
、
生
徒

に
教
室
で
読
ま
滋
い
何
ら
か
の
小
さ
な
作
品
を
考
察
す
る
こ
と
が
委
ね
ら
れ
,

自
分
の
祝
祭
で
文
章
に
叙
述
さ
せ
る
。
」
(
◎
-
三
二
七
ペ
)

対
話
に
よ
る
授
業
は
'
「
自
分
の
観
察
で
文
章
に
叙
述
す
る
」
作
文
に
よ
っ

て
終
結
す
る
。

文
学
豊
玉
の
芸
術
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
ス
タ
ユ
ー
一
フ
の
考
え
は
、
当

然
の
こ
と
と
し
て
、
教
材
に
は
作
品
の
抜
翠
で
は
な
く
作
品
全
休
を
与
え
る
こ

と
を
等
求
す
る
。
「
数
百
の
作
品
の
抜
茸
よ
り
も
,
十
分
に
で
き
も
だ
け
詳
し

く
解
釈
し
て
'
二
、
三
の
作
品
を
読
む
方
が
よ
い
o
」
　
(
①
-
三
二
八
ペ
)
当

時
の
教
科
か
音
へ
数
百
の
作
品
か
ら
の
抜
葦
を
集
め
た
も
の
か
ら
な
っ
て
い
た

が
'
そ
れ
は
修
辞
法
を
調
べ
た
り
名
文
を
暗
謁
し
た
り
す
る
の
に
は
通
し
て
い

て
も
、
人
間
に
つ
い
て
へ
人
間
生
活
に
つ
い
て
観
察
し
・
検
討
し
・
対
話
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ス
ク
エ
土
l
ン
の
い
う
、
「
仕
事
に
慣
れ
」
る
て
と
は
、
文
学
の
授
業
に
お
い

て
は
具
体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
対
話
の
営
み
に
お
い
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
O
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ま
と
め
～
文
学
教
育
史
上
の
位
把
　
-

ロ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
,
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
授
業
の
形
態
を
方
法
論
的

に
主
張
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
「
ス
タ
ユ
I
I
I
ン
に
よ
る
文
学
の
批
判
的
原
則

の
弁
護
は
,
六
〇
年
代
に
行
な
わ
れ
、
教
育
学
的
・
社
会
的
～
政
治
的
意
義

と
は
別
把
,
そ
の
後
の
十
年
間
に
も
続
け
ら
れ
た
。
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
授
業
の

方
法
論
的
な
目
的
に
か
な
っ
た
形
態
を
主
張
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
反
動
的
な

政
府
官
僚
の
後
見
か
ら
教
育
を
独
立
さ
せ
る
た
め
に
,
芸
ナ
作
品
の
解
釈
に
官

僚
的
な
内
容
で
は
な
-
教
師
が
自
己
の
そ
れ
を
含
め
る
権
利
の
た
め
に
、
『
賢

察
的
教
育
学
』
の
有
害
な
影
響
か
ら
生
徒
を
解
放
す
る
た
め
に
闘
っ
た
の
で
あ

る
0
」
　
(
◎
-
二
八
ペ
)
こ
の
よ
う
に
ロ
ト
コ
ザ
ィ
ッ
チ
は
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
の

祈
動
を
官
忍
と
の
闘
い
と
し
て
把
え
て
い
る
0

霊
与
コ
フ
に
よ
れ
ば
,
ロ
シ
ャ
十
九
世
紀
の
七
〇
-
九
〇
年
代
は
帝

政
下
に
形
式
的
に
ギ
リ
シ
ー
ヤ
正
教
を
信
仰
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
「
十

九
世
紀
の
七
〇
-
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
,
文
学
空
投
的
訓
育
の
重
項
な
手

段
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
ひ
き
つ
づ
き
支
配
し
て
い
て
'
こ
の
こ
と
は

直
接
に
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
教
科
雷
に
反
映
し
て
い
る
。
　
中
略
-
-
学

校
へ
は
市
民
で
な
く
、
国
家
と
工
業
に
と
っ
て
必
要
な
官
吏
な
ら
び
に
も
の
ど

と
を
凡
帳
面
に
行
な
う
者
の
準
傭
教
育
を
す
る
こ
と
が
執
劫
に
項
求
さ
れ
て
い

た
。
文
学
教
育
に
お
い
て
は
,
君
主
制
的
感
覚
へ
排
外
的
愛
国
主
義
'
形
式
的

信
心
深
さ
を
助
成
す
る
こ
と
が
第
1
プ
ラ
ン
に
引
き
出
さ
れ
た
o
」
　
(
㊥
-
四

三
ペ
)こ

の
よ
う
な
全
般
的
な
時
代
の
流
れ
に
接
続
す
る
六
〇
-
七
〇
年
代
に
ス
タ

ユ
ー
ニ
ン
の
文
学
敬
重
鐙
,
こ
の
流
れ
に
抗
し
て
教
育
な
ら
び
に
文
学
墾
胃

の
官
僚
支
配
か
ら
の
独
立
を
求
め
て
長
閑
さ
れ
た
の
で
あ
る
.

文
学
教
育
望
芸
の
観
点
か
ら
、
そ
の
特
質
と
し
て
次
の
三
っ
の
こ
と
を
指

摘
し
う
る
か
と
思
う
。

川
近
代
的
市
民
の
育
成
を
教
育
の
目
標
と
し
た
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
、
文
学
教

育
に
お
い
て
個
人
の
独
自
性
を
育
て
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。

脚
文
学
教
授
に
お
け
る
内
容
と
形
式
の
問
題
を
ス
タ
ユ
土
ン
は
'
作
品
の

解
釈
作
業
に
お
い
て
一
元
的
に
把
握
し
た
.

川
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
あ
っ
て
,
文
学
作
品
を
形
象
に
即
し
て
実
証

的
に
合
理
的
に
検
討
し
て
い
-
方
法
の
主
張
は
,
一
つ
に
は
、
文
学
研
究
上

の
進
歩
を
示
す
も
の
で
あ
り
,
い
ま
一
っ
に
は
当
時
の
官
僚
の
教
育
支
配
に

対
す
る
抵
抗
の
意
味
を
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
O

参
考
資
料

ウ
ラ
ヂ
ミ
ー
ル
・
ヤ
コ
プ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
の
略
年
譜

75

一
八
二
六
年
十
二
月
十
六
日
生
。
コ
ス
ト
ロ
ム
ス
キ
ー
県
。
父
は
商
人
。
ス

タ
ユ
ー
ニ
ン
の
生
後
に
没
落
.
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
は
豊
か
な
は
き
物

商
人
の
祖
父
に
ひ
き
と
ら
れ
る
。

ア
ン
ネ
ン
ス
キ
ー
・
ド
イ
ツ
語
学
校
入
学
。
二
年
後
退
学
。

セ
ン
ト
,
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
第
三
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
二
学
年
に
転

入
。
文
学
教
師
<
・
o
蝣
ウ
ラ
ソ
フ
と
親
し
く
な
り
、
卒
業
ま
で
親

し
む
O
図
書
館
に
ひ
ま
を
見
て
通
い
へ
歴
史
の
本
を
多
く
読
む
〇

一
八
四
六
年
　
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
卒
業

(
二
〇
歳
)
　
セ
ン
-
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
入
学
。
哲
学
科
で
歴
史
-
文

日
学
叫
V
.
J
。



ノ
7
<
四
八
年
　
「
古
い
世
界
と
新
し
い
世
界
の
芸
術
お
よ
び
文
学
」
を
発
表

(
二
二
歳
)
　
(
「
謡
か
文
庫
」
)
.

大
学
卒
業
後
し
ば
ら
く
個
人
教
授
を
行
な
う
。

7
<
五
二
年
　
五
〇
年
代
の
後
半
へ
と
-
に
ロ
シ
ャ
に
お
け
る
革
命
的
状
況
の

(
二
六
歳
)
数
年
(
1
<
五
九
～
六
7
)
に
ス
タ
ユ
1
1
ン
の
社
会
的
な
ら
び

に
教
育
学
的
諸
兄
姉
が
形
成
さ
れ
た
o
ベ
-
ン
ス
キ
ー
の
影
空
を

t
/
け
る
0

1
八
五
九
年
　
新
開
『
ロ
シ
ャ
的
世
界
』
を
発
行
o
反
農
奴
制
の
立
場
を
と
る
。

～
　
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
「
経
済
活
動
と
立
法
者
」
に
応

六
〇
年
　
答
、
支
持
。
後
に
著
臼
『
ロ
シ
ャ
文
学
の
教
授
に
つ
い
て
』
に
入

(
三
三
歳
)
　
れ
ら
れ
た
多
く
の
作
品
解
釈
は
'
最
初
は
別
の
形
で
冒
シ
ャ
的

～
　
世
界
』
に
載
せ
ら
れ
た
。
ヴ
ィ
シ
ユ
ネ
グ
ラ
ド
ス
キ
-
女
学
校
に

(
三
四
歳
)
　
お
い
て
も
働
く
.

論
文
「
わ
が
国
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
の
意
見
」
。
論
文

「
『
国
民
教
育
省
雑
誌
』
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
-

雑
誌
福
袋
者
カ
・
デ
・
ウ
シ
ン
ス
キ
I
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

関
し
て
-
-
」

T
八
六
四
年
　
『
ロ
シ
ャ
文
学
の
教
授
に
つ
い
て
』
初
駁
発
行
〇
六
六
八
年

(
三
九
歳
)
第
二
頓
発
行
o
 
T
八
七
四
年
第
三
版
発
行
。
1
八
七
九
年
第
四
駁

発
行
。
一
九
1
1
1
一
年
第
八
校
発
行
。

1
八
七
一
年
　
政
府
上
層
部
と
設
見
衝
突
。
撃
ニ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
免
略
さ
れ

(
四
六
歳
)
る
o
ニ
コ
ラ
エ
フ
ス
キ
ー
孤
児
イ
・
)
ス
チ
チ
ユ
1
-
(
モ
ス
ク

ヮ
)
の
視
学
官
に
怒
る
。
女
子
孤
児
の
教
師
へ
の
教
育
に
熱
心
に

あ
た
る
。
論
文
「
カ
・
デ
・
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
」

T
八
七
三
年
　
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
第
三
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
五
〇
年
祭
式
典
に
招
か
れ

(
四
八
歳
)
る
0
彼
の
式
典
へ
の
参
加
は
教
師
と
生
徒
と
の
先
進
的
な
分
子
に

ょ
っ
て
'
反
動
的
な
古
典
主
義
と
そ
の
宣
布
老
・
大
臣
デ
・
ア
・

T
八
七
四
年

(
四
九
歳
)

T
八
七
九
年

(
五
四
歳
)

T
八
八
四
年

(
五
九
歳
)

T
八
八
八
年

ト
ル
ス
ト
イ
に
対
す
る
独
特
の
デ
モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
利

用
さ
れ
た
。

l
t
n
ラ
エ
フ
ス
キ
I
孤
児
イ
ン
ス
チ
チ
エ
1
-
を
追
放
さ
れ

る
。
　
-

[

>

蝣

.

.
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・

蝣

・

・

　

蝣

_

 

-

.

:

.

.

蝣

新
設
の
エ
ム
・
エ
ヌ
・
ス
ク
ユ
l
妄
女
子
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に

お
い
て
'
視
学
官
な
ら
び
に
教
師
と
し
て
働
く
。

十
二
月
四
日
没
(
六
三
歳
)

4;,¥ギ文机

=
ヴ
エ
・
ヴ
エ
・
ゴ
ル
ー
プ
コ
フ
著
「
革
命
前
の
中
学
校
に
お
け
る
文
学
教

授
」
V
.
Y
A
.
S
T
O
U
N
I
N
.
'
I
z
b
r
a
n
n
y
i
e
 
p
e
d
a
g
o
g
i
c
h
e
s
k
i
e
s
o

c
h
i
n
e
n
i
y
a
、
ロ
シ
ャ
共
和
国
教
育
科
学
ア
カ
デ
,
,
,
ヤ
出
版
所
完
四
六
年

は
エ
ヌ
・
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
チ
-
ノ
フ
監
修
,
ヤ
・
ア
・
ロ
ト
コ
ヴ
イ
ツ
子

序
「
ヴ
エ
・
ヤ
・
ス
タ
ユ
ー
ニ
ン
教
育
学
選
集
」
へ
P
r
e
p
o
d
a
v
a
n
i
e
l
i
t
e
r
a

t
y
r
y
i
v
d
o
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
n
o
i
s
r
e
d
n
e
i
s
c
h
k
o
l
e
、
ロ
シ
ャ
共
和
国

教
育
科
学
ア
カ
デ
-
ヤ
出
版
所
丁
九
五
四
年

は
　
ヴ
エ
・
ヴ
エ
・
ゴ
ル
ー
プ
コ
フ
著
「
文
学
教
授
法
」
　
>
M
e
t
o
d
i
k
a

p
r
e
p
o
d
a
v
a
n
i
y
a
l
i
t
e
r
a
t
y
p
y
i
遠
立
教
育
図
書
出
版
所
一
九
六
二
年

(
引
用
は
番
号
に
よ
っ
て
示
し
た
。
)

付
記
　
こ
れ
は
、
教
育
史
学
会
第
九
回
大
会
(
T
九
六
五
二
〇
二
八
)
に

お
い
て
報
告
し
た
も
の
に
手
を
加
え
て
清
塙
と
し
た
も
の
で
あ
る
o

T
九
六
七
・
八
・
四
　
　
(
広
島
大
学
助
手
)
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