
現
代
国
語
の
指
導
に
お
け
る
大
要
主
義
の
提
案

H

古
典
の
授
業
に
は
三
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
が
,
現
代
国
語
に
は
固
定
し
た

ス
タ
イ
ル
が
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
両
白
味
も
あ
れ
ば
苦
労
も
あ
る
。
各
種
の
研

究
授
業
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
,
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る

の
だ
が
'
不
幸
に
し
て
、
研
究
授
業
と
平
常
の
授
業
と
は
仝
-
別
物
と
な
る
傾

向
は
避
け
難
い
。
何
故
な
ら
研
究
授
業
で
は
.
内
容
を
徹
底
し
て
掘
り
下
げ
る
事

に
努
め
る
L
t
授
業
形
式
と
し
て
は
7
方
的
な
講
義
を
避
け
、
生
徒
に
活
動
さ

せ
る
事
を
重
視
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
,
グ
ル
ー
プ
学
習
形
式
等
と
る

場
合
も
多
い
O
そ
の
為
進
度
は
甚
だ
遅
く
,
こ
の
ペ
ー
ス
で
は
教
科
出
の
ご
く

T
郎
し
か
で
き
な
い
節
に
な
る
の
で
,
研
究
授
業
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
平
常
に

持
ち
込
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・
'
'
∴
.
'
i
'
-
.
'
'
-
-
'
.
:
∵
㌧
　
　
　
ニ
・
　
　
　
∵
∴
.
 
I
.

い
.
良
心
的
な
授
業
が
で
き
な
い
」
と
い
う
咲
き
が
,
ど
の
会
合
で
も
出
る
の

だ
が
、
通
例
の
研
究
授
業
的
授
業
だ
け
が
良
い
授
業
か
ど
う
か
、
些
か
疑
問
が

ぁ
る
。
又
、
欲
す
る
ま
ま
に
紹
密
な
良
心
的
授
業
を
行
な
え
ば
,
年
間
に
準
え

溝
　
　
口
　
　
健
　
　
也

る
教
材
は
甚
だ
僅
か
に
な
る
が
'
高
校
教
育
の
役
割
か
ら
見
て
へ
　
そ
れ
が
妥
当

か
ど
う
か
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。

私
の
学
校
で
も
教
科
書
が
残
る
串
は
珍
し
く
な
い
。
特
に
三
年
で
は
三
学
期

が
殆
ど
使
え
な
い
事
も
あ
っ
て
、
半
分
方
残
る
こ
と
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。

機
械
的
に
後
半
を
残
し
た
の
で
は
'
教
材
に
偏
り
を
生
ず
る
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
単
元
ご
と
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
時
間
配
分
を
予
定
す
る
。
1
皮
や
っ
て
み

ね
ば
碓
か
な
事
は
分
ら
ぬ
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
、
在
来
は
、
な
る
べ
く
新
し
ノ

い
教
材
に
触
れ
て
勉
強
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
、
毎
年
教
科
雷
を
変
更
し
て
い

た
の
を
改
め
へ
同
1
教
科
譜
を
少
-
と
も
二
年
は
隼
っ
事
と
し
'
前
年
扱
っ
た

者
が
一
人
は
そ
の
学
年
の
担
当
に
残
っ
て
'
経
験
に
基
づ
く
意
見
が
出
せ
る
よ

う
に
L
t
適
正
な
ど
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
T
応
の
努
力
は
し
て
い
て
も
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
方
式
で
良
い
か

ど
う
か
、
私
と
し
て
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
に
感
ず
る
事
も
多
く
共
通
試
験
を

行
な
わ
ぬ
叩
独
責
任
の
コ
ー
ス
で
は
、
進
度
を
あ
げ
る
試
み
も
し
て
い
る
次
第
.

で
あ
る
。
ま
だ
そ
の
結
果
空
J
々
す
る
時
間
で
も
な
く
又
本
来
数
学
に
表
わ
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さ
れ
る
よ
う
な
結
果
が
出
る
と
も
限
ら
ぬ
事
と
思
っ
て
い
る
が
、
T
応
現
在
の

時
点
で
言
え
る
事
と
し
て
、
在
来
の
授
業
方
式
に
対
す
る
反
省
と
'
今
後
の
方

・

1

2

:

i

:

-

蝣

'

.

蝣

　

i

'

.

蝣

'

蝣

-

い

'

　

　

　

　

　

　

言

・

:

∵

~

二

=

ロ

現
代
国
語
に
お
い
て
、
十
分
に
準
帰
し
て
綿
密
な
時
間
を
か
け
た
授
業
を
行

な
っ
て
も
,
心
中
に
甚
だ
む
な
し
い
思
い
を
感
ず
る
事
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
一
は
,
生
徒
の
発
展
段
階
に
比
し
て
無
理
な
要
求
を
し
、
教
師
の
道
楽

に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
郡
で
あ
る
。

I

.

.

'

-

-

-

　

・

'

.

,

　

∴

　

　

　

　

I

-

-

.

-

蝣

蝣

蝣

蝣

蝣

蝣

念
論
は
縁
遠
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
思
考
法
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
努
力
が

必
要
で
あ
る
.
だ
が
こ
こ
で
軒
学
概
論
を
や
っ
て
み
て
も
大
し
た
効
兆
は
期
待

で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
一
文
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
さ
せ
る
事
だ
け
北
努
め

る
の
が
良
い
。
三
年
間
の
中
に
は
概
念
論
的
発
恕
の
文
も
何
比
か
出
て
来
る
か

ら
,
そ
れ
ら
の
文
を
適
し
て
或
程
度
そ
の
種
の
思
考
法
に
馴
れ
る
事
も
で
き
よ

う
。
そ
の
思
考
法
を
哲
学
的
に
分
期
し
'
命
名
し
、
歴
史
的
に
体
系
づ
け
る
の

は
そ
れ
か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
或
は
大
学
の
教
養
課
程
に
期
待
し
て
も
良
い
事

で
あ
ろ
う
O
理
解
の
為
の
素
養
を
作
る
の
を
無
視
し
て
の
掘
り
下
げ
は
、
教
師

の
通
弊
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
所
以
で
あ
る
o

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
も
あ
る
。
三
年
単
u
h
1
の
長
与
喜
郎
の
一
文
を
正

し
く
理
解
す
る
為
に
は
、
概
念
軒
学
へ
の
理
解
も
、
自
陣
へ
の
文
学
史
的
知
識

ち
,
当
時
初
め
て
成
立
し
た
富
裕
な
市
民
階
級
へ
の
社
会
的
理
解
も
必
要
で
あ

る
と
は
い
え
る
。
だ
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
論
ず
る
事
に
よ
り
、

肝
心
の
文
の
印
象
は
何
処
か
に
消
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
の

雑
然
と
し
た
不
確
実
な
知
識
し
か
、
残
る
も
の
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
バ
ラ

ン
ス
を
失
し
た
掘
り
下
げ
も
、
や
は
り
教
師
の
道
楽
に
過
ぎ
ぬ
。

そ
の
二
は
、
誤
ま
っ
た
深
読
み
を
し
て
い
な
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

文
の
一
字
T
句
の
含
み
を
検
討
す
る
の
は
、
原
則
と
し
て
は
良
い
事
で
あ

る
。
だ
が
'
時
と
し
て
は
'
筆
者
自
身
言
葉
の
-
ズ
ム
に
乗
っ
て
書
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
,
必
ず
L
L
さ
し
た
る
深
い
意
味
を
布
し
な
い
と
思
わ
れ
る
語
句

に
つ
い
て
ま
で
、
そ
の
語
の
指
す
内
容
を
特
定
す
る
事
を
求
め
た
り
、
そ
の
隠

さ
れ
た
る
内
容
を
穿
堅
し
て
'
作
者
の
進
歩
性
や
封
建
的
後
進
性
や
を
立
証
し

て
見
よ
う
と
す
る
。
代
名
詞
の
扱
い
等
、
入
試
問
題
の
中
に
も
'
誤
っ
た
深
読

み
を
要
求
し
た
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
.

そ
の
三
は
'
こ
じ
つ
け
を
し
て
い
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

古
文
の
授
業
は
訓
話
註
釈
と
い
う
基
礎
作
業
を
主
と
し
て
成
立
す
る
。
国
語

教
育
は
古
典
教
育
で
あ
り
、
古
典
教
育
と
し
て
の
型
が
成
立
し
て
い
た
処
に
、

現
代
文
重
視
主
義
で
漸
次
現
代
文
教
材
が
多
く
な
っ
た
の
で
'
現
代
文
を
訓
話

註
釈
す
る
の
に
て
こ
ず
っ
て
'
や
や
感
傷
的
な
文
学
鑑
箕
法
に
流
れ
る
傾
向
が

あ
っ
の
が
'
私
の
教
え
ら
れ
た
時
代
の
同
語
で
あ
り
'
戦
後
'
平
明
な
、
非

文
学
的
な
文
を
重
視
す
る
時
代
と
な
り
、
何
と
か
配
当
の
時
間
を
そ
の
材
料
で

消
化
し
、
か
つ
テ
ス
ト
の
問
題
も
作
る
為
に
、
早
-
言
え
ば
問
題
点
を
こ
じ

つ
け
`
る
為
に
四
苦
八
苦
し
た
の
が
、
私
の
教
員
生
活
の
前
半
時
代
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
現
在
は
よ
ほ
ど
進
歩
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
名
残
り
は
ま
だ
存

在
す
る
o
特
に
平
明
な
日
用
文
に
お
い
て
、
理
想
と
し
て
示
し
て
あ
る
生
徒
に

手
紙
を
む
か
せ
た
り
と
い
う
作
芸
は
'
時
間
も
か
か
り
過
ぎ
る
L
t
客
観
テ
ス
・

ト
の
方
法
も
E
E
難
だ
し
'
結
局
本
文
の
趣
旨
と
は
何
の
関
係
も
な
い
口
語
文
法

の
問
題
を
掘
り
出
し
て
、
時
間
を
か
け
た
り
す
る
。
古
文
の
授
業
と
は
品
詞
分

解
で
あ
る
と
い
う
時
代
が
あ
り
、
馬
成
民
成
し
-
は
E
心
い
な
が
ら
そ
の
修
業
を

す
る
問
に
'
そ
の
型
が
身
に
つ
い
て
し
ま
い
、
文
意
理
解
中
心
主
義
が
な
か
な
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か
現
場
に
遼
遠
し
な
い
よ
う
に
、
今
で
は
当
然
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
授
業
の

中
に
、
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
じ
つ
け
法
が
大
分
握
っ
て
お
り
そ
う
で
あ

る
0

授
業
や
テ
ス
-
で
見
る
限
り
へ
生
徒
の
理
解
力
は
甚
だ
低
い
。
し
か
し
そ
の

生
徒
が
自
発
的
な
読
む
活
動
で
は
'
案
外
な
能
力
を
不
し
て
い
る
例
も
少
く
な

一
い
の
で
あ
る
.
〓
掌
れ
ば
分
る
文
を
,
さ
ん
ざ
ん
つ
つ
き
廻
し
て
さ
っ
ぱ
り

分
ら
な
く
す
る
の
が
'
専
問
職
た
る
望
H
U
教
師
の
特
技
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
に

も
、
襟
を
正
す
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。

私
は
綿
密
な
分
析
的
な
授
業
の
重
要
性
は
十
分
に
認
め
て
い
る
。
だ
が
そ
の

嘉
へ
私
自
身
の
受
け
た
端
も
印
象
拭
い
授
業
は
必
ず
し
も
綿
密
な
そ
れ
で
は

無
か
っ
た
.
印
象
深
か
っ
た
も
の
は
,
正
間
子
規
が
茶
炎
や
野
毎
を
食
い
な
が

ら
山
道
田
舎
道
を
歩
く
素
朴
な
待
暮
の
楽
し
さ
で
あ
り
・
夏
目
激
石
が
峠
の

茶
屋
で
婆
さ
ん
の
い
れ
る
茶
を
飲
ん
で
い
る
世
外
の
仙
骨
で
あ
り
,
つ
計
り
そ

ぅ
い
う
味
の
あ
る
文
を
淡
々
と
し
て
提
出
し
,
教
師
は
只
蓑
の
地
位
に
甘
ん
じ

て
「
文
」
自
体
の
語
る
に
任
せ
た
,
地
味
で
平
凡
な
授
業
が
結
局
t
g
^
印
象
的

な
良
い
授
業
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
O
現
在
の
国
語
教
科
書
が
、
日
常
性

中
心
'
ジ
ャ
ー
ナ
-
ス
チ
ッ
ク
な
片
々
た
る
文
中
心
に
偏
っ
て
い
る
の
は
残
念

な
事
だ
が
'
現
在
の
教
科
書
の
中
に
も
、
文
自
体
に
語
ら
せ
た
い
要
素
は
無
い

ゎ
け
で
は
な
い
.
そ
れ
が
好
い
材
料
で
あ
れ
ば
,
掻
き
廻
し
て
重
器
て
存
分

に
技
量
を
発
揮
す
る
支
那
料
理
の
料
理
人
で
は
な
く
包
丁
の
金
気
を
当
て
る

事
も
慎
ん
で
材
料
の
持
味
を
生
か
そ
う
と
す
る
日
本
料
理
の
板
前
の
よ
う
で
あ

り
た
い
と
寧
っ
0
時
間
を
か
け
た
授
業
だ
け
が
好
い
授
業
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。望

ま
し
い
が
時
間
が
無
-
て
実
行
で
き
な
い
と
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
,
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
的
な
授
業
法
で
あ
る
。
討
議
を
重
ん
じ
た
グ
ル
ー
プ
学
習
形
式

は
、
生
徒
が
興
味
を
持
つ
、
少
く
と
も
内
職
し
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
そ

の
反
面
、
有
合
せ
の
知
識
の
持
ち
寄
り
に
と
ど
ま
り
、
新
し
い
境
地
へ
の
飛
躍

力
に
も
乏
し
-
、
時
間
の
か
か
る
わ
り
に
、
体
系
的
な
知
識
を
与
え
る
上
で
の

効
果
も
上
が
ら
な
い
欠
点
が
あ
る
。
ど
う
も
こ
の
種
の
方
式
は
、
経
験
学
習
中
心

の
デ
ュ
ー
イ
方
式
の
シ
ッ
ポ
に
新
し
い
衣
裳
を
着
せ
た
感
が
あ
り
、
教
育
の
本

筋
で
は
な
い
よ
う
だ
。
経
験
学
習
の
本
家
ア
メ
-
カ
で
も
'
グ
ル
ー
プ
学
習
の

本
家
ソ
ビ
エ
ト
で
も
'
今
は
全
く
廃
れ
て
伝
統
的
な
講
義
式
詰
込
式
全
盛
に
な

っ
て
い
る
の
も
'
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

東
京
教
育
大
の
倉
沢
教
授
は
、
情
報
化
時
代
、
即
ち
情
報
過
剰
時
代
に
お
け

る
国
語
教
育
の
在
り
方
を
次
の
よ
う
に
提
唱
し
て
お
ら
れ
る
.

情
報
過
剰
時
代
に
は
、
症
報
の
要
点
を
早
く
正
確
に
掴
む
技
術
が
必
要
で
あ

る
。
極
端
に
い
え
ば
斜
め
読
み
で
も
飛
ば
し
読
み
で
も
望
点
は
把
握
す
る
能
力

が
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
能
力
を
練
臆
す
る
為
の
国
語
教
育
、
い
わ
ば
情
報
化

時
代
に
適
応
す
る
回
語
教
育
が
必
妻
で
あ
る
.
そ
の
反
面
、
情
報
過
剰
'
映
像

過
剰
の
時
代
に
は
、
散
淀
に
な
り
が
ち
な
思
考
力
、
個
性
的
な
統
1
を
養
う
為

に
、
1
つ
の
教
材
を
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
掘
り
下
げ
る
、
い
わ
ば
情
報
化

時
代
に
抵
抗
す
る
国
語
教
育
も
必
要
で
あ
る
。
前
者
は
所
謂
読
書
指
導
で
'
後

者
は
教
室
に
お
け
る
教
科
書
的
授
業
で
行
な
う
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
原
則
的
に
適
切
な
方
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
教
育
現
場
の
、
教

科
封
が
残
る
'
現
行
教
科
告
に
は
ご
く
平
易
な
軽
い
文
が
多
い
'
読
む
指
導
は

な
か
な
か
軌
道
に
乗
り
難
い
等
の
実
情
か
ら
見
れ
ば
、
先
ず
教
科
書
の
中
を

前
者
後
者
に
分
け
る
事
が
当
面
の
必
要
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
0
す
な
わ
ち
'

甲
若
干
の
教
材
を
モ
デ
ル
と
し
て
綿
密
に
検
討
す
る
対
象
と
す
る
。

仙
　
北
の
大
部
分
の
教
材
は
進
度
を
早
-
す
る
。

72



ィ
、
速
読
に
よ
り
要
点
を
掴
む
-
日
用
文

ロ
、
論
理
を
迫
っ
て
主
題
と
構
成
を
把
捉
す
る
-
評
論
文

ハ
、
主
題
の
把
握
と
同
時
に
文
の
持
つ
情
調
を
感
じ
と
る
-
文
芸
作
品

川
の
中
で
も
右
イ
ロ
バ
の
ど
れ
に
当
る
か
考
え
て
お
く
。
日
間
と
も
よ
み
や
語

句
の
意
味
の
理
解
を
要
求
す
る
の
は
勿
論
で
あ
り
'
純
粋
に
必
要
な
情
報
だ
け

V
-
'
"
?
-
・
・
"
・
.
'
.
 
'
・
-
∵
　
　
　
つ
v
 
'
蝣
蝣
)
-
て
　
　
言
'
-
*
'
蝣
-
-
'
:
'
;
-
・
.
!
-
'
蝣
'
.
 
'
い
・
‥
‥
日

に
も
で
き
な
い
。

右
日
脚
の
配
分
と
指
導
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
教
科
雷
を
こ
な
し
て
、

更
に
余
裕
を
作
る
事
も
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
余
裕
の
時
間
に
は
,
現
在
時

間
が
な
い
為
に
自
宅
学
田
に
廻
し
て
い
る
文
学
史
も
や
り
た
い
,
決
文
も
も
う

少
し
や
り
た
い
等
多
く
の
要
求
が
待
っ
て
い
る
の
だ
が
,
筋
道
と
し
て
は
や
は

り
読
書
指
導
に
向
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
適
当
な
教
材
を
文
腫
本
位
で
生
徒
に
持

た
せ
義
望
昌
と
し
て
課
し
'
そ
の
上
に
立
っ
て
若
干
の
時
間
を
討
論
等
に
あ

て
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
で
も
、
将
来
孝
乙
て
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う
。
欧
米

の
教
育
串
情
の
視
察
談
と
し
て
'
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
同
語
の
教
科
誹
が
好
く
,

更
に
副
教
材
を
課
し
て
相
当
の
丑
を
こ
な
さ
せ
る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
た
が
,

参
考
に
な
る
事
だ
と
思
う
。

以
上
が
私
の
「
私
の
現
代
国
語
の
指
導
に
お
け
る
大
要
主
義
の
提
案
」
の
大

要
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
時
間
の
か
か
る
7
原
因
で
あ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
主

*

・

蝣

1

'

'

.

.

一

'

　

・

　

　

・

蝣

'

'

-

 

'

・

・

,

・

'

蝣

三

を
持
つ
事
か
ら
'
自
然
に
出
て
来
る
方
向
で
あ
っ
て
,
こ
と
ど
と
し
い
理
論
に

基
づ
い
た
試
論
で
は
な
い
o
む
し
ろ
私
は
そ
の
事
に
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る

と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
指
導
以
上
の
配
船
に
よ
り
へ
教
科
古
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
な
く
全
部
こ

な
す
こ
と
ば
へ
そ
れ
に
隼
っ
別
の
利
点
も
存
在
す
る
.
生
碇
の
中
に
は
教
科
書

以
外
に
余
り
1
奴
的
読
む
を
し
な
い
者
も
現
実
に
存
在
す
る
し
・
読
書
す
る
に

し
て
も
成
一
方
向
に
深
-
入
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
方
面
に
つ
い
て

は
、
国
語
教
科
書
で
接
し
た
範
囲
が
生
涯
の
概
念
を
決
定
し
て
い
る
場
合
も
少

な
く
な
い
。
し
て
み
れ
ば
へ
個
性
の
無
い
盛
合
せ
料
理
で
あ
っ
て
も
'
各
種
各

様
の
も
の
が
7
応
広
く
提
示
さ
れ
て
い
る
処
に
'
実
質
上
義
務
教
育
に
近
い
国

民
改
訂
と
し
て
の
、
高
校
教
育
に
お
け
る
同
語
の
志
味
も
そ
れ
な
り
に
存
在
す

る
。
教
科
吉
で
し
か
芥
川
を
読
ん
で
い
な
い
沢
山
の
背
年
が
い
る
の
だ
か
ら
,

僅
か
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
教
科
書
に
あ
が
っ
た
数
人
の
作
家
の
中
か
ら
,

島
木
鎚
作
を
深
-
や
る
為
に
芥
川
も
藤
村
も
捨
て
る
と
い
う
決
心
は
,
実
に
L

に
-
い
答
な
の
で
あ
る
。

痛
合
せ
的
で
あ
る
為
に
、
現
代
語
の
範
閏
が
'
古
今
東
西
の
文
学
・
思
想
・
言

語
・
科
学
、
上
は
天
文
よ
り
下
は
ボ
ウ
フ
ラ
・
ゴ
キ
プ
-
の
生
活
に
至
る
迄
、

や
た
ら
に
広
い
と
い
う
現
象
を
生
ず
る
。
そ
の
各
分
野
に
お
い
て
そ
の
煎
奥
を

極
め
て
こ
れ
を
伝
授
し
よ
う
な
ど
と
は
'
も
と
も
と
及
ば
ぬ
望
み
で
あ
り
,
国

民
の
常
識
と
し
て
あ
る
べ
き
程
度
の
、
知
識
や
感
光
や
思
考
法
に
つ
い
て
一
通

り
を
要
領
よ
-
紹
介
し
、
更
に
深
く
ど
の
方
向
に
で
も
進
め
る
基
礎
を
作
っ
て

や
る
、
紹
介
者
と
し
て
の
機
能
を
中
心
と
す
る
o
英
語
の
教
師
が
英
語
の
手
ほ

ど
き
と
い
う
技
術
を
中
心
と
す
る
専
門
職
で
あ
る
と
ほ
ぼ
同
様
に
,
国
語
の
教

師
は
前
記
の
相
磯
を
持
つ
技
術
者
と
し
て
の
専
門
職
で
あ
り
、
主
と
し
て
そ
の

頂
能
に
お
い
て
社
会
型
⊥
l
任
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
O
従
っ
て
,

荒
野
に
叫
ぶ
預
言
者
と
し
て
の
教
師
の
使
命
を
中
心
と
し
て
発
想
さ
れ
る
、
極

端
な
教
科
書
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
論
と
は
別
の
次
元
で
の
考
え
を
進
め
て
い
る
次
第

で・小r-,r,。

私
は
同
語
教
師
の
本
来
の
使
命
は
、
日
本
の
言
光
と
、
日
本
の
言
葉
に
よ
っ
て

表
わ
さ
れ
た
日
本
の
文
北
に
対
す
る
'
理
解
と
愛
惜
と
を
育
て
る
事
で
あ
る
ベ
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き
だ
と
思
う
。
そ
の
為
に
は
、
日
本
語
の
可
能
性
を
示
し
た
'
t
つ
の
典
型
と

な
り
得
る
、
名
文
の
重
視
が
必
要
で
あ
る
が
'
文
部
省
の
指
導
は
l
質
し
て
反

対
の
方
向
を
向
い
て
い
る
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
り
'
こ
れ
を
改
め
さ
せ
る
要
求

は
大
い
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
が
'
現
行
の
教
科
書
で
あ
っ
て
も
'
一

部
だ
け
綿
密
に
や
っ
て
他
を
切
り
捨
て
る
よ
り
も
'
進
度
の
緩
急
を
適
切
に
配

分
し
っ
つ
全
部
を
こ
な
し
'
更
に
読
容
指
導
に
も
あ
て
得
る
時
間
を
生
み
出
す

ほ
う
が
,
現
代
国
語
の
指
導
法
と
し
て
は
、
ま
だ
ま
し
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

日

大
要
主
義
に
よ
る
授
業
の
-
例
を
次
に
あ
げ
る
。
教
科
香
は
角
川
の
「
現
代

国
語
改
訂
版
」
の
三
'
対
象
は
三
年
普
通
科
の
四
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

教
授
資
料
に
よ
る
時
間
配
当
例
は
次
の
と
お
り
。

教
材
名
の
下
の
算
用
数
字
が
配
当
時
間
で
あ
る
。

近
代
の
思
想
　
一
八
頁

永
遠
へ
の
思
慕

社
会
科
学
と
人
間

近
代
の
詩
　
一
六
頁

た
め
い
き

そ
ぞ
ろ
あ
る
き

せ
つ
な
き
思
ひ
ぞ
知
る

マ
リ
ア
へ
少
女
の
祈
嗣

郵
便
局

世
界
の
文
学
　
三
八
頁

戦
争
と
平
和

岨
I
B
H
笥

長
与
　
喜
郎

大
河
内
一
男

佐
藤
　
春
夫

ラ
ン
ザ
ー
荷
風
訳

t
r
,
生
　
田
1
-
s
l

リ
ル
ケ
　
　
茅
野
訳

萩
原
朔
太
郎

文
体
と
表
現
　
　
二
四
貫

現
代
の
文
体

参
考
　
さ
ま
ざ
ま
の
文
体

文
章
の
構
成

発
表
と
講
横
　
　
丁
六
頁

演
説
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
ヒ
ル
テ
ィ

T
!
,
 
~
?
i
¥
'
'
"
*
ユ
-
ア
ス
・
シ
ー
ザ
I

科
学
技
術
と
人
間

参
考
　
評
価
表

近
代
の
小
説
　
　
四
六
頁

た
け
く
ら
べ

冬
の
蛇

夜
明
け
前

文
芸
論
　
　
二
八
買

な
ぜ
文
学
は
人
生
に
必
要
か

中r"S　倍u. '.

芳
賀
　
　
綴

」

・

5

訳

茅
　
　
誠
司

芸
術
の
意
味

社
会
と
文
化
　
三
二
頁

ラ
ス
コ
-
洞
窟
・

小
林
か
Z
P

言
語
の
機
能
　
三
〇
頁

リ

ー

ド

ト
ル
ス
ト
イ

コ
ー
ル
ド
ウ
エ
ル

米
川
訳

杉
木
訳

言

語

の

機

能

こ
と
ば
の
正
確
不
正
確

参
考
　
こ
と
ば
の
使
い
方

こ
と
ば
と
マ
ス
コ
、
"
l
l
ケ
-
シ
ョ
ン

伝
統
と
創
造
　
三
〇
頁

屈
i
M
t
i
^

梶
井
基
次
郎

島
崎
　
藤
村

冠
囲
　
c
e
l
l
?

措
口
訳

竹
山
　
道
雄

石
川
　
　
淳

時
枝
　
誠
記

熊
沢
　
　
試

永
野
　
　
買

a
n

343333
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日
本
文
化
の
雑
種
性
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
　
周
1
　
　
　
4

私
の
人
生
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
秀
雄
　
　
　
4

こ
の
例
は
毎
些
蒔
問
年
間
六
八
時
間
と
見
て
い
る
が
、
三
学
期
を
計
算
に

れ
ず
、
他
に
も
校
試
・
体
育
大
会
等
の
行
事
を
考
え
れ
ば
'
年
間
五
〇
時
間
と

見
て
よ
い
。
そ
こ
で
時
間
配
当
は
原
則
と
し
て
例
示
予
定
表
の
%
(
四
六
時
間

)
と
L
t
単
空
の
一
「
永
遠
へ
の
恩
義
」
と
、
単
元
二
「
近
代
の
詩
」
を
例

示
時
間
ど
お
り
(
原
則
+
3
)
、
白
山
時
間
を
1
'
単
九
八
「
世
界
の
文
学
」

を
原
則
マ
イ
ナ
ス
1
-
2
と
し
て
、
こ
れ
を
や
り
く
り
用
の
余
裕
と
す
る
。

「

・

蝣

.

・

.

;

i

蝣

-

-

　

|

　

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

念
的
な
文
で
あ
る
郡
に
注
志
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
近
代
の
詩
」
に
時
間
を
取

る
の
は
、
さ
り
げ
な
い
表
現
の
裏
に
あ
る
放
し
-
計
算
さ
れ
た
構
成
を
、
こ
こ

で
分
析
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
り
、
私
の
好
み
で
も
あ
る
o
自
由
時
間
一
時
間

は
、
所
謂
「
よ
り
教
師
の
心
照
に
近
い
も
の
」
を
述
べ
る
時
間
で
あ
る
.
人
7

倍
自
己
の
主
親
吐
露
に
走
り
が
ち
な
自
己
の
性
情
を
自
戒
し
、
平
常
の
授
業
は

鼠
格
に
紹
介
者
と
し
て
の
機
能
に
撤
す
る
か
わ
り
に
'
年
間
に
7
時
間
だ
け
ま

と
め
て
脱
絶
す
る
機
会
を
自
分
に
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
o
　
「
世
界
の
文

学
」
で
は
、
n
I
ル
ド
ゥ
エ
ル
の
「
野
う
さ
ぎ
」
を
.
.
U
-
匪
-
す
ま
せ
て
良
い

と
判
断
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
へ
こ
の
案
で
は
、
綿
密
な
分
析
の
方
が
や
や
手

摺
に
失
す
る
が
'
三
学
期
の
期
待
で
き
な
い
三
年
と
し
て
は
'
少
し
急
ぎ
足
に

な
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
な
お
今
年
は
編
成
上
の
都
合
で
'
国
語
の
単
位
を

二
年
と
三
年
で
入
撃
見
た
部
分
も
あ
り
、
実
時
間
に
は
多
少
相
違
が
あ
る
が
、

実
験
の
意
味
で
7
部
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
右
の
原
則
ど
お
り
過
二
時
間
で
計

画
し
た
配
当
表
ど
お
り
の
時
間
で
'
や
っ
て
み
る
事
と
し
た
o

論
理
的
な
文
の
例
と
し
て
単
元
一
の
二
「
社
会
科
学
と
人
間
」
を
扱
う
。
例

示
三
時
間
、
原
則
二
時
間
で
あ
る
が
'
念
の
為
、
一
時
間
で
す
ま
せ
る
ク
ラ
ス

I
.
二
時
間
の
ク
ラ
ス
T
'
自
由
時
間
1
時
間
を
こ
こ
に
関
係
し
て
用
い
、
合

計
三
時
間
の
ク
ラ
ス
二
と
す
る
。

こ
の
謀
は
'
社
会
科
学
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
の
現
象
の
底

に
、
ど
う
い
う
「
人
間
」
が
存
在
し
'
ど
う
い
う
歴
史
的
な
使
命
を
に
な
っ
て

活
推
し
て
い
た
か
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
事
を
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
国
富
論
を
例
と
し
て
、
約
四
八
〇
〇
字
ば
か
り
で
、
き
わ
め
て
要
領
よ

く
述
べ
た
も
の
で
あ
り
'
末
指
の
「
学
習
」
は
次
の
四
ヵ
条
で
あ
る
。

日
　
本
論
の
運
び
方
を
た
ど
り
'
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
。

u
　
「
L
-
l
_
 
-
,
-
^
"
巳
の
,
入
間

川
　
紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ジ
ン
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
階

L
E
区
分

.

T

‥

　

　

　

　

　

　

-

I

-

-

-

.

:

蝣

蝣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

I

こ
れ
に
つ
い
て
教
授
資
料
に
は
次
の
如
き
学
習
指
導
の
例
が
示
さ
れ
て
い
　
7

・

!

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

教
材
名
、
作
者
名
も
板
H
L
、
社
会
科
学
と
は
ど
の
よ
う
な
分
野
の
学
問
を

さ
す
か
生
徒
各
自
の
考
え
を
発
表
さ
せ
'
概
要
を
ま
と
め
る
。

各
自
の
社
会
科
学
に
対
す
る
興
味
や
関
心
の
度
倉
を
問
う
。

脳
巳
f
H
H

H
T
f
f
∴
'
蝣
/
>
蝣
'
心
-
-
J
-
S
.
川
j
.
>
J
?
間
七
　
t
-
J
ど
J
 
t
㌢
表

宿
題
I
産
業
革
命
と
'
近
代
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
る
過
程
の
概
略
を
調
べ
さ

せ
る
。

第
二
時

宿
題
の
発
表

疑
問
点
の
整
理
・
解
明

語
句
・
文
脈
な
ど
の
不
分
明
な
も
の
を
明
確
に
す
る



各
節
・
段
落
ご
と
の
内
容
を
ま
と
め
る
-
宿
題

第
三
時

宿
題
の
発
表
・
点
検

国
富
論
の
趣
旨
を
ま
と
め
る
.
「
学
習
」
二

全
文
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
学
習
」
　
1

ま
と
め
。
「
社
会
科
学
と
人
間
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
考
え
る
。

各
自
が
今
ま
で
読
ん
だ
古
典
を
、
そ
の
時
代
の
「
人
間
」
を
つ
か
む
と
い
う
朝

点
か
ら
再
考
し
て
み
る
(
レ
ポ
ー
ト
)
。

印

次
に
私
の
実
践
例
を
あ
げ
る
。

第
7
時

指
名
読
み
へ
適
宜
分
完
に
よ
っ
て
切
る
。
読
み
誤
り
は
そ
の
都
度
訂
正
。
若

干
の
語
句
に
つ
い
て
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

形
式
上
の
第
1
段
落
を
意
味
上
二
段
に
、
形
式
上
の
第
三
段
落
を
意
味
上
三

段
に
分
け
る
。
適
当
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
余
り
時
間
を
か
け
ず
に
分
け
さ
せ

る
.
I
～
六
段
の
主
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
1
段

社
会
科
学
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
時
代
の
現
象
の
底
に
、
ど
う
い
う

「
人
間
」
が
存
在
し
'
ど
う
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
歴
史
の
舞
台
で
活
躍
し
て

い
た
か
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
あ
る
。

e
n
s
;

国
富
論
の
中
で
描
い
て
い
る
「
人
間
」
は
、
「
経
済
人
」
で
あ
り
、
利
己
的

な
本
能
を
持
っ
た
近
代
社
会
の
「
人
間
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
人
間
」
の
利

己
的
な
本
能
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
経
済
と
い
う
も
の
が
宿
命
に
な
っ
て
い
る

近
代
社
会
が
伸
び
る
た
め
の
人
間
的
な
要
因
で
あ
る
。

第
三
段

「
人
間
」
と
は
単
な
る
個
人
的
な
人
間
で
は
な
-
、
国
富
論
の
場
合
は
第
三

階
級
と
い
う
'
階
級
的
人
間
で
あ
る
0
あ
わ
せ
て
「
学
習
」
二
o

JC門:V

第
三
階
級
と
は
'
新
興
の
商
工
階
級
と
自
由
職
業
の
従
事
者
で
あ
る
0

第
五
段

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
階
級
差
は
生
活
習
憤
万
般
を
規
正
す
る
厳
然

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
わ
せ
て
「
学
習
」
三
。

卯
六
段

ど
う
い
う
「
人
間
」
が
代
表
的
な
新
し
い
人
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る

か
に
注
意
し
'
そ
う
い
う
「
人
間
」
を
理
解
す
る
こ
i
)
な
し
に
は
,
過
去
の
社

会
科
学
の
古
典
的
な
著
作
の
持
っ
て
い
る
忠
義
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。

右
の
如
き
答
え
を
引
き
出
す
為
に
一
応
次
の
事
を
質
問
す
る
。

第
-
段

社
会
科
学
の
勉
強
の
中
心
目
的
は
何
か
。

第
二
段

国
富
論
の
中
に
躍
動
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
人
間
か
。

第
三
段

「
」
　
つ
ぎ
の
人
間
は
唯
の
人
間
と
ど
う
違
う
か
。

第
四
段

第
三
階
級
の
具
体
的
内
容
は
7

第
五
段

紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ジ
ン
の
話
の
意
味
は
7

第
六
段

ま
と
め
と
し
て
何
処
に
注
意
す
る
か
。
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右
の
問
に
関
連
し
、
第
1
段
で
は
「
そ
う
い
う
」
　
「
そ
し
て
」
等
に
注
意
す

る
事
等
、
適
宜
に
示
唆
し
誘
導
補
足
し
て
'
余
り
時
間
を
か
け
ず
に
望
ま
し
い

答
え
に
至
る
。

各
段
の
小
主
題
を
逗
ね
'
全
文
の
要
旨
と
全
文
の
主
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

-
「
学
習
」
一
。

中
世
の
禁
欲
と
近
世
の
欲
望
肯
定
、
古
典
経
済
学
の
基
本
理
念
等
に
つ
い
て

〓
l
n
ず
つ
触
れ
て
お
く
o

前
課
「
永
遠
へ
の
思
慕
」
の
精
神
主
義
'
こ
の
課
の
現
実
主
義
に
つ
い
て
簡

単
に
触
れ
る
。
前
課
は
「
現
世
の
名
利
」
の
外
の
世
界
、
こ
の
課
は
「
現
世
の
名

利
」
の
中
な
る
世
界
で
あ
る
事
に
注
意
す
る
。

こ
こ
ま
で
が
第
一
時
の
作
業
で
あ
る
。
生
徒
の
力
を
は
か
っ
て
誘
導
尋
問
を

し
、
手
間
取
れ
ば
こ
ち
ら
で
答
え
を
示
し
て
い
-
よ
う
に
し
て
'
極
力
テ
キ
パ

キ
と
進
め
て
行
-
0

1
　
1
時
間
の
ク
ラ
ス
は
こ
こ
迄
で
終
わ
る
。
文
意
理
解
と
い
う
目
標
は
1
応
迂

し
て
い
る
と
考
え
る
。

第
二
時

桁
足
説
明
し
た
い
点
を
文
学
史
関
係
以
外
は
ほ
ぼ
完
全
な
講
義
式
で
進
め

る
。近

世
に
お
け
る
欲
望
肯
定
に
つ
い
て
西
鶴
を
想
起
さ
せ
る
。
文
学
史
は
自
宅

学
習
と
し
て
い
る
為
、
わ
り
に
知
識
に
乏
し
い
の
で
'
西
鶴
の
主
要
作
品
を
あ

げ
餌
単
な
説
明
を
す
る
。

近
世
の
欲
望
肯
定
へ
の
変
化
を
社
会
構
造
の
変
化
か
ら
説
明
す
る
。
中
世
の

農
本
主
義
'
キ
-
ス
ト
教
の
利
子
の
否
定
へ
　
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
意
味
、
近
世
の

商
工
業
中
心
社
会
等
。
例
が
-
ギ
-
ス
で
あ
る
事
に
つ
い
て
、
特
に
フ
ラ
ン
ス

に
比
較
'
フ
ラ
ン
ス
と
革
命
甚
業
鞘
命
等
。
イ
ギ
-
ス
の
階
級
制
と
日
本
の
比

較
へ
類
似
性
も
あ
る
が
相
違
性
が
案
外
大
き
い
'
日
本
の
歴
史
的
な
階
級
間
の

流
動
性
等
。

第
三
階
級
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
を
区
別
す
る
。
「
特
権
の
座
に
の
ぼ
ら
な
い

前
の
」
と
い
う
部
分
に
注
意
さ
せ
る
。

国
富
論
が
第
三
階
級
の
歴
史
的
役
割
を
認
識
し
た
点
で
古
典
で
あ
る
と
同

様
へ
資
本
論
も
労
働
者
、
下
層
農
民
階
級
の
歴
史
的
役
割
を
認
識
し
た
点
で
、

優
れ
た
古
血
写
あ
る
こ
と
に
注
意
。

教
授
資
料
中
に
指
導
上
江
志
す
べ
き
事
項
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
四
八
項
か

ら
、
こ
と
ば
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
等
表
現
技
術
に
関
し
た
も
の
の
み
数
項
と
り
あ
げ

て
説
明
。

「
学
習
」
四
を
も
う
少
し
詳
し
-
み
る
。

各
項
目
に
つ
い
て
話
す
内
容
を
よ
-
整
理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ

だ
け
に
或
程
度
充
実
し
た
詔
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
二
時
間
で
通
常
の
意
味
で
は
こ
の
課
の
授
業
は
1
応
終
了
し
た
と
思
う

が
、
時
節
柄
生
徒
に
関
心
の
深
い
マ
ル
ク
ス
等
も
出
て
来
る
の
で
、
二
つ
の
ク

ラ
ス
で
自
由
時
間
一
時
間
を
こ
こ
に
取
る
事
と
し
た
。
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第
三
時

初
め
に
「
い
わ
ば
脱
線
で
あ
っ
て
私
個
人
の
定
見
で
あ
る
が
」
と
前
置
き
し

て
次
の
よ
う
な
事
を
話
し
た
。

古
典
経
済
学
の
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
へ
の
信
頼
が
薄
れ
た
処
か
ら
、
近
代



経
済
学
が
成
立
す
る
。
基
本
は
や
は
り
自
由
経
済
主
我
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
国
家
理
性
に
よ
る
統
制
経
済
主
義
で
あ
る
。
た
だ
し
労

、

　

　

い

い

.

・

'
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し
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1

,

う
命
題
は
'
事
実
と
し
て
誤
り
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
ヱ
ト
の
動
き
を
見
る
と
、
巨
視
的
に
は
両
体
制
は
収
赦
段

階
に
入
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

革
命
は
後
進
p
i
が
急
速
に
工
業
化
し
「
親
陛
」
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
実
現

し
て
お
り
'
日
本
は
古
典
的
革
命
論
の
妥
当
す
る
段
階
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。

資
本
主
並
か
ら
修
正
資
本
主
義
へ
の
変
質
へ
更
に
修
正
社
会
主
義
へ
の
収
欽

段
階
に
お
け
る
、
議
会
民
主
主
義
の
持
つ
役
割
を
評
価
、
性
急
な
議
会
民
主
主

義
否
定
論
に
反
対
。

侶
だ
ら
け
の
「
リ
ベ
ラ
-
ズ
ム
の
現
尖
」
と
'
空
中
に
描
か
れ
た
「
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
の
理
想
」
と
を
対
比
せ
ず
'
現
実
と
現
実
を
対
比
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
0
そ
の
為
に
は
も
っ
と
本
を
読
ん
で
視
野
を
広
げ
る
郡
が
だ
い
じ
で
あ

り
'
正
し
い
知
識
を
欠
い
た
「
純
粋
な
情
熱
」
は
時
と
し
て
有
害
で
あ
る
事
を

知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

な
お
「
国
討
論
」
の
人
閲
の
利
己
的
欲
望
の
肯
定
を
非
本
と
す
る
理
念
は
、

真
に
修
飾
の
な
い
人
間
社
会
の
現
実
的
認
識
で
、
経
済
の
基
礎
理
念
と
し
て
強

い
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
精
神
的
価
値
と
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
純
理

中
心
の
社
会
の
建
設
に
、
も
う
少
し
人
間
が
本
気
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
が

来
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

脱
線
で
あ
る
か
ら
内
職
し
て
も
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
事
で
話
し
た
の
だ
が
、

誰
も
内
職
を
せ
ず
に
s
面
目
に
閃
い
て
-
れ
た
.
そ
れ
ぞ
れ
が
是
非
語
り
た
い

事
を
年
間
7
時
間
に
絞
っ
て
語
る
な
ら
ば
へ
そ
う
無
責
任
な
話
に
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
E
心
う
0
但
し
、
糞
S
z
光
本
法
は
憲
法
を
共
裏
と
し
て
い
る
ち

の
で
あ
り
、
m
法
の
北
本
精
神
に
反
す
る
主
張
を
教
垣
で
述
べ
る
事
は
、
時
間

の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
脱
綾
と
は
い
い
な
が
ら

単
元
に
対
し
て
間
接
的
な
関
係
で
も
確
保
し
て
お
-
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

ゥ

右
は
理
論
的
な
文
に
お
け
る
「
大
要
指
導
」
の
た
だ
一
例
で
あ
り
'
し
か
も

あ
ま
り
い
い
例
で
は
な
い
o
綿
密
な
分
析
的
な
研
究
授
業
に
注
が
れ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
ご
く
一
部
が
、
各
種
の
ス
タ
イ
ル
の
教
材
に
お
け
る
能
率
的
な
指
導
法

の
研
究
に
注
が
れ
る
な
ら
ば
へ
そ
の
効
兆
は
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。能

率
的
な
指
導
法
の
1
つ
の
方
向
と
し
て
視
聴
覚
教
材
の
利
用
と
い
う
こ
と

が
あ
り
へ
最
近
の
研
修
会
で
は
'
国
語
教
育
に
お
け
る
視
聴
覚
教
材
の
利
用
に

つ
い
て
t
 
f
:
j
欲
的
な
発
表
を
間
-
再
が
多
い
o
し
か
し
私
は
、
国
語
教
育
と
は

本
来
文
字
言
語
を
中
心
と
し
た
言
葉
の
教
育
で
あ
る
と
い
う
'
牢
乎
と
し
て
抜

き
難
い
偏
見
を
持
っ
て
お
り
、
映
像
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
語
教
育
は
頑

固
に
文
字
の
教
育
と
し
て
の
性
格
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
0
　
最

近
、
ア
メ
-
カ
の
学
者
グ
ル
ー
プ
の
研
究
報
告
と
し
て
'
映
像
を
通
し
て
入
っ

た
も
の
は
思
索
を
喚
起
せ
ず
'
体
系
的
な
記
憶
に
も
過
し
な
い
で
、
結
局
、
文
字

に
よ
る
教
育
が
最
も
能
率
的
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
た
例
が
あ
る
事
を
知
り
、
我

が
ま
を
得
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

限
を
見
張
る
よ
う
な
新
し
い
方
法
に
は
そ
れ
な
り
の
副
作
用
も
あ
る
。
お
そ

ら
-
講
義
を
蕊
に
し
て
通
切
に
進
度
の
緩
急
を
考
え
て
い
く
と
い
う
'
1
見
地

味
で
平
凡
な
方
法
の
中
で
、
目
標
の
把
握
の
仕
方
、
緩
急
の
度
合
等
細
か
く
検

討
し
て
い
-
以
外
に
良
い
方
法
は
な
い
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
感
じ
も
T
方

に
は
持
ち
な
が
ら
へ
所
与
の
条
件
の
中
で
ぼ
つ
ぼ
つ
と
努
力
し
て
い
こ
う
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
る
o
指
導
法
の
変
更
は
当
然
テ
ス
ト
接
の
再
検
討
に
も
つ
な
が
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る
。
前
記
「
社
会
科
学
と
人
間
」
に
つ
い
て
は
、
一
時
間
の
ク
ラ
ス
も
三
時
間

の
ク
ラ
ス
も
,
中
間
試
験
の
結
果
は
全
く
差
が
無
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
問
題
の

出
し
方
に
も
よ
る
し
,
他
の
コ
ー
ス
と
の
比
紋
も
不
正
確
で
ま
だ
資
料
と
し
て

使
え
る
よ
う
な
結
果
で
は
な
い
。
今
後
は
評
価
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
よ
は

ど
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
る
。

(
錐
ケ
谷
高
校
)
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当
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は
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校




