
国
　
語
　
科
　
教
　
材
　
研
　
究
　
史
　
稿

1
沖
　
垣
　
寛
　
氏
　
の
　
ば
　
あ
　
い
1
　
-

一

沖
垣
某
氏
は
、
北
海
道
に
あ
っ
て
長
く
初
等
教
育
に
従
い
、
と
り
わ
け
芦
田

正
之
助
氏
に
師
事
し
て
'
小
樽
市
縁
小
学
校
長
と
し
て
学
校
経
営
を
意
欲
的
に

進
め
つ
つ
、
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
実
践
・
研
究
の
成
果
を
挙
げ
た
方
で
あ

る
O
沖
転
寛
氏
は
緑
小
学
校
間
校
以
来
七
年
に
わ
た
る
汗
と
浜
の
痕
を
記
し
て

創
業
の
精
神
と
経
営
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
『
学
校
経
営
の
実
際
』

(
昭
和
2
年
1
0
月
2
0
日
へ
芦
田
古
店
刊
)
を
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
た
。

本
書
は
、
職
員
/
児
童
/
設
備
/
経
営
/
訓
育
/
教
授
/
研
究
/
養
護
/
自

由
会
合
/
学
校
と
家
庭
/
保
護
者
会
/
緑
父
兄
だ
古
I
計
一
二
章
か
ら
成
っ
て

お
り
、
昭
和
初
期
の
小
学
校
の
経
営
的
研
究
と
し
て
は
'
精
級
を
き
わ
め
た
、

類
例
を
見
な
い
古
物
で
あ
る
.
本
怨
に
は
'
緑
小
学
校
の
教
材
研
究
会
の
こ
と

が
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
教
材
研
究
会
は
、
土
曜
日
の
外
は
毎
日
こ
れ
を
行
ふ
。

そ
の
開
始
の
時
刻
は
始
業
時
刻
と
共
に
変
更
さ
れ
る
が
'
第
五
時
限
後
の
掃
.

除
を
終
っ
て
か
ら
へ
体
刑
心
二
十
分
の
後
、
所
定
の
ベ
ル
を
合
図
に
全
職
員
が
職

a
:

員
宅
で
'
静
餌
に
落
つ
い
て
行
ふ
の
で
あ
る
。
実
施
以
来
約
二
年
か
つ
て
足
並

野
　
　
地
　
　
溝
　
　
v
s
?

の
乱
れ
た
こ
と
が
な
い
の
は
短
し
い
。

研
究
時
間
は
一
時
間
と
し
て
ゐ
る
.
1
時
間
経
過
の
後
は
'
解
散
す
る
も
引

続
き
従
事
す
る
も
全
く
自
由
で
あ
る
。
六
時
間
目
の
授
業
の
あ
る
も
の
は
、
そ

れ
を
終
っ
て
か
ら
約
三
十
分
こ
れ
に
参
加
す
る
。

事
故
の
た
め
欠
肺
の
や
む
を
得
な
い
場
合
は
'
教
務
主
任
と
首
席
に
1
応
挨

拶
の
上
退
散
す
る
o
こ
れ
は
E
E
i
体
生
活
の
本
質
上
、
当
然
要
求
せ
ら
る
べ
き
徳

義
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
し
流
会
の
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
誰
か
ら
で
も
申
出
る
が
、
教
務
主
任
・

統
理
(
引
用
者
注
、
学
校
長
)
合
議
の
上
で
決
定
し
て
'
統
理
か
ら
公
示
す

る
。教

材
研
究
会
は

<
=
・
亨
=
,
症
.
矧
待
望
け
v
-
t
-
r
て
蝣
j
-
^
i
U
c
J
s
x
i
-
j
t
?
;
.
汀
-
p
は
~
払

川
。
~
矧
~
勲
利
利
m
矧
i
i
i
矧
叫
剖
司
可
、
'
n
n
n
J
Q
U
A
j
^
-
)

て
行
ふ
一
の
作
業
で
あ

、

　

　

　

　

　

　

.

・

J

「

　

　

.

.

-

1

　

・

・

I

.

'

1

・

　

し

り
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
各
自
の
自
律
的
研
究
を
擁
護
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
施
設
は
我
々
が
こ
の
学
校
に
あ
る
限
り
、
永
久
に
存
続
し
て
ゆ
く
も
の



で
あ
る
。
」
　
(
同
上
翼
　
二
七
二
～
二
七
三
ペ
'
傍
純
は
引
用
者
o
)

教
材
研
究
が
学
校
を
挙
げ
て
の
自
発
的
行
事
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
'
学
校

生
活
・
学
校
経
営
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
め
ず
ら
し
い
。
~
教
材
研
`

究
が
自
律
的
行
持
・
自
律
的
研
究
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
ろ
に
'
沖
垣
寛

氏
の
抱
持
し
て
い
た
教
材
研
究
観
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
O

報
小
学
校
に
お
い
て
自
律
的
行
持
と
し
て
つ
づ
け
ら
れ
た
教
材
研
究
会
が
行

う
教
材
研
究
の
滋
養
に
つ
い
て
へ
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
つ
ぎ
に
示
す

と
お
り
で
あ
る
。

「
教
材
に
は
そ
れ
-
-
ぐ
の
使
命
が
あ
る
O
個
々
の
教
材
は
'
す
べ
て
教
育
理

想
の
具
体
化
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
従
っ
て
頁
の
教
材
研
究
は
'

教
授
活
動
の
全
山
を
提
げ
る
統
率
原
理
を
握
へ
る
こ
と
を
、
中
心
の
問
題
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
弐
し
こ
の
悲
味
に
於
け
る
教
材
研
究
の
実
施

は
'
行
詰
れ
る
教
育
の
前
途
を
開
拓
す
、
へ
き
1
生
面
で
あ
る
か
と
思
ふ
o

我
々
の
教
材
研
究
は
'
教
材
の
事
実
的
調
査
の
類
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
.

そ
れ
は
解
説
書
を
そ
の
ま
～
に
沙
録
す
る
こ
と
で
は
な
-
て
、
自
己
の
力
1
ぱ

い
を
傾
け
て
、
教
材
の
生
命
を
把
挺
す
る
こ
と
で
あ
る
O
そ
れ
は
伯
-
ま
で

も
、
自
己
化
し
た
'
人
格
化
し
た
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
そ
の
た
め
に

は
考
へ
る
と
い
ふ
働
き
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
捨
象
し
た
教
材

研
究
は
、
生
命
の
な
い
形
骸
の
製
作
で
あ
り
'
精
神
的
労
力
の
濫
費
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
O
そ
れ
で
は
へ
毎
時
の
学
習
活
動
を
涜
率
す
べ
き
根
本
的
な
力
を

持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

教
材
の
生
命
を
握
へ
る
こ
と
を
中
心
の
視
点
と
し
て
研
究
す
れ
ば
、
そ
の
教

材
の
生
命
に
即
し
、
本
質
に
即
し
た
教
授
の
方
法
は
'
自
づ
か
ら
産
れ
出
る
で

あ
ら
う
0
教
材
の
生
命
を
握
へ
る
こ
と
と
其
の
方
法
化
と
は
'
我
々
に
と
っ

て
同
1
の
問
題
で
あ
る
.
そ
れ
は
二
つ
の
対
立
で
は
な
い
の
で
あ
る
O
往
年
、

人
格
か
教
材
か
方
法
か
と
い
ふ
命
班
の
も
と
に
、
教
授
の
統
率
原
理
が
何
処
に

あ
る
か
を
論
ぜ
ら
れ
た
群
小
が
あ
っ
た
が
'
我
々
の
教
材
研
究
は
そ
の
三
者
の
ま

識
的
対
立
を
止
揚
し
統
合
し
て
'
人
格
教
材
方
法
1
元
化
の
境
地
に
、
教
授
の

動
き
な
き
統
率
原
理
を
見
出
さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
複
雑
な
学
習
意
識
'

学
習
活
動
の
統
率
力
を
、
そ
こ
に
苑
み
出
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
0

か
-
の
如
き
教
材
研
究
を
行
っ
て
強
く
反
省
さ
れ
る
こ
と
は
、
教
材
研
究
が

結
局
人
の
問
題
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
.
心
境
の
問
題
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
更
に
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
教
材
を
見
る
そ
の
人
の
'
心
眼
の
問
題
だ
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
、
自
己
の
心
境
開
拓
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
う
し
て
、
物
を
見
る
自
己
潮
目
を
、
深
め
高
め
か
つ
浄
め
る
こ
と
を
念

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
却
っ
て
教
材
研
究
の
捷
径
で
あ
る
と
信
じ

た
い
。し

か
も
こ
れ
を
一
校
経
営
の
上
か
ら
、
わ
け
て
も
す
べ
て
の
職
員
の
研
究
を

進
め
、
日
々
の
教
授
を
深
め
よ
う
と
い
ふ
点
か
ら
考
へ
る
と
'
教
材
研
究
は
最

も
基
礎
的
で
あ
り
'
1
般
的
で
あ
り
、
直
接
的
で
あ
り
'
生
活
的
で
あ
り
'
さ

T
・
7

う
し
て
良
も
永
続
性
に
富
ん
で
あ
る
0
そ
の
意
味
か
ら
我
々
は
年
来
教
材
研
究

会
を
継
続
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
讃
、
二
七
〇
-
二
七
二
ペ
)

こ
こ
に
は
'
全
教
科
に
通
ず
る
教
材
研
究
の
忠
義
・
あ
り
か
た
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
.
国
語
科
の
ば
あ
い
に
限
っ
た
述
べ
方
で
は
な
い
が
、
確
固
と
し
た
教

材
研
究
論
が
説
か
れ
て
お
り
、
教
材
の
生
命
を
把
捉
す
る
こ
と
の
重
要
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
教
材
研
究
を
そ
れ
に
従
う
人
の
心
眼
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
、
自
己
の
目
を
深
め
高
め
広
め
か
つ
浄
め
る
こ
と
が
教
材
研

究
の
捷
径
で
あ
る
と
道
破
し
て
い
る
。

教
材
研
究
の
具
体
的
な
方
法
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
'
主
体
的
な
教
材

研
究
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
簡
明
な
要
を
え
た
説
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。



二

沖
転
先
氏
は
、
や
が
て
『
人
・
糞
口
・
学
校
経
営
』
　
(
昭
和
8
咋
8
月
1
5

日
、
同
志
同
行
社
刊
)
を
ま
と
め
ら
れ
た
o
前
掲
書
『
学
校
経
営
の
実
際
』
の

続
編
で
あ
り
'
姉
妹
編
で
あ
る
0
本
文
は
菊
判
三
三
四
ペ
ー
ジ
か
ら
成
り
へ
昭

和
1
0
年
(
l
九
≡
ユ
)
　
!
G
月
1
0
日
に
は
'
1
五
版
を
重
ね
た
.
初
等
教

育
界
に
広
-
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
前
著
『
学
校
経
営
の
実
際
』
刊
行
後
、
五
年
間
の
揺
小
学
校
の
経

営
の
全
般
に
わ
た
っ
て
組
招
的
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
へ
そ
の
核

心
に
つ
い
て
は
へ
　
「
之
を
婁
す
る
に
、
私
共
の
学
校
経
営
は
即
ち
教
育
経
営
で

あ
り
、
そ
の
教
育
経
営
は
実
に
人
間
経
営
で
あ
る
O
生
命
化
青
の
行
持
で
T
あ

る
。
」
　
(
同
上
書
へ
　
「
自
序
」
、
四
ペ
)
と
要
約
さ
れ
て
い
る
。

、
　
‖
十
咋
　
　
　
二
、
<
A
:
1
'
に
品
∵
"
-
i
"
¥
*
‥
'
<
v
 
I
I
I
、
行
的
-
純
正

の
確
立
へ
　
四
、
教
育
事
実
の
創
作
'
互
へ
教
餌
体
験
の
尊
重
へ
六
へ
教
材
研
究

の
相
続
、
七
'
学
校
生
活
の
1
日
'
八
へ
経
営
観
最
の
純
化
'
九
、
団
体
生
活

の
理
解
、
十
、
同
人
生
活
を
語
る
I
こ
れ
ら
1
0
章
か
ら
成
り
'
教
材
研
究

に
つ
い
て
は
'
〓
半
を
独
立
さ
せ
て
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
.

本
書
に
お
い
て
は
、
前
著
『
学
校
経
営
の
実
際
』
に
紹
介
さ
れ
た
'
綜
小
学

校
の
教
材
研
究
会
の
ほ
か
'
そ
の
筏
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
'
分
団
研
究
・
全

校
研
究
に
つ
い
て
も
説
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

綿
小
学
校
に
お
け
る
教
材
研
究
施
設
に
つ
い
て
は
、
沖
短
寛
氏
み
ず
か
ら
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
こ
の
教
材
研
究
を
撤
底
す
る
為
め
に
私
共
が
執
っ
て
来
た
施
設
を
躍
め
て

見
る
と
、
個
別
研
究
・
分
団
研
究
・
全
校
研
究
の
三
つ
に
分
れ
る
。
個
別
的
の

教
材
研
究
は
、
時
と
処
と
を
間
は
ず
外
人
が
自
由
に
行
ふ
場
合
と
'
=
l
d
に
会

し
て
行
ふ
日
々
の
教
材
研
究
と
で
あ
る
.
分
間
的
の
教
材
研
究
と
い
ふ
の
は
、

毎
週
の
学
年
会
や
、
時
々
行
は
れ
る
教
科
部
会
の
研
究
で
あ
り
、
全
校
的
教
材

研
究
と
は
、
全
職
員
を
以
て
組
織
す
る
全
校
教
材
研
究
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が

1
鳩
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
-
て
、
年
と
共
に
必
更
に
応
じ
て
施
設
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
」
　
(
同
上
書
、
一
七
七
ペ
)

右
の
説
述
の
う
ち
、
「
一
室
に
会
し
て
行
ふ
日
々
の
教
材
研
究
」
と
は
'

「
仰
別
的
教
材
研
究
会
」
と
呼
ば
れ
、
綜
小
学
校
で
は
'
八
年
来
た
ゆ
み
な
く

継
続
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
も
見
ら
れ
る
。

「
時
に
も
し
之
を
流
会
と
す
る
必
要
の
布
る
場
合
に
は
、
気
の
附
い
た
も
の

が
謀
れ
で
も
叩
出
る
が
、
其
の
決
定
は
首
比
と
教
務
主
任
と
の
合
議
に
依
り
、

首
席
か
ら
之
を
公
示
す
る
。
一
年
に
何
回
か
は
'
首
席
・
校
長
・
教
務
主
任
の

和
談
に
よ
っ
て
、
不
意
に
流
会
を
宣
言
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。
半
歳
の

t
E
n
が
や
,
r
亭
く
融
け
て
土
の
香
が
心
か
ら
親
し
ま
れ
る
頃
、
春
日
厨
か
に
春
凪

和
や
か
に
、
公
園
の
桜
も
欝
が
ふ
く
よ
か
に
な
っ
て
'
春
の
気
は
唯
わ
け
も
な

く
我
々
の
心
を
戸
外
に
招
く
。
招
-
の
も
自
然
で
あ
れ
ば
、
招
か
れ
る
の
も
自

・
/
:
.
て
蝣
}
J
蝣
ハ
一
'
"
i
-
J
T
-
た
・
;
て
-
t
-
j
 
'
り
ハ
　
　
　
　
豆
T
-
*
に
大
I
'
i
'
J
な
文
字
が
小
‥
か
れ

る
。
三
十
人
の
視
線
が
其
処
に
集
ま
る
。
『
春
は
呼
ぶ
。
春
は
公
関
に
我
等
を

誘
ふ
。
い
ざ
行
か
ん
、
公
園
に
春
を
尋
ね
て
。
故
に
本
日
は
流
会
』
職
員
室
に

は
先
づ
煤
笑
が
起
る
。
新
手
し
か
け
た
研
究
に
従
訂
す
る
者
も
あ
り
、
ぽ
っ

～
-
と
公
開
に
出
か
け
る
も
の
も
あ
る
o
道
に
立
っ
て
人
情
を
解
せ
ず
'
人
格

に
流
れ
て
道
を
失
ふ
。
そ
の
何
れ
に
偏
し
て
も
人
の
子
は
育
た
ぬ
。
私
共
が
八

年
間
に
亘
っ
て
教
材
研
究
を
持
続
し
た
道
程
に
は
、
か
う
し
た
稚
気
清
々
の
日

も
幾
た
び
か
あ
っ
た
の
で
あ
る
o
」
　
(
同
上
討
、
1
七
八
ペ
)

い
か
に
も
北
国
小
関
市
揺
小
学
校
ら
し
い
、
個
別
的
教
材
研
究
会
の
流
会
風

月
爪
で
は
あ
る
〇

三
し
、
‥
・
]
小
:
"
.
-
!
,
"
蝣
'
て
　
　
　
　
　
帯
V
-
と
し
て
'
　
・
㌫
を
は
じ
-
r
¥
、



い
-
つ
か
の
-
ふ
う
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
教
材
研
究
は
ど
こ
迄
も
自
己
を
踏
ま
へ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
か
な
い
。

頁
に
自
己
の
目
を
以
て
見
、
真
に
自
己
の
心
を
以
て
解
し
た
も
の
で
な
-
て

は
、
教
壇
上
の
役
に
立
た
な
い
。
け
れ
ど
も
此
の
態
度
を
決
定
し
て
、
先
覚
の

声
に
聴
く
こ
と
も
亦
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
考
へ
つ
い
た
の
が
学
年
書
架

で
あ
る
。
学
年
台
架
と
い
ふ
の
は
学
年
別
の
古
棚
の
こ
と
で
あ
る
が
'
同
学
年

担
任
の
四
人
の
机
の
中
央
に
回
転
苔
架
を
置
い
て
'
直
接
参
考
書
を
備
へ
た
の

で
あ
る
。
別
に
図
書
室
は
設
け
て
あ
る
が
、
一
々
図
書
室
に
往
復
し
て
居
て
は

今
の
間
に
合
は
な
い
こ
と
が
少
く
な
い
o
学
年
書
架
は
い
つ
で
も
'
自
分
の
椅

子
に
腰
を
下
す
と
手
の
届
く
位
置
に
置
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
考
へ
た

の
は
図
番
の
購
入
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
定
期
と
臨
時
の
二
種
に
別
ち
、
定
期
の

マ
マ

購
入
を
春
秋
の
二
回
と
し
た
。
個
人
と
し
て
な
り
へ
学
年
と
し
て
な
り
教
科
部

と
し
て
な
り
へ
　
そ
れ
ぐ
の
立
場
に
於
て
自
己
の
希
望
す
る
図
宙
を
'
所
定
の

用
紙
に
記
載
し
て
係
に
提
出
す
る
。
係
は
之
を
在
位
図
書
と
照
合
し
て
研
究
の

上
、
意
見
を
具
し
て
統
理
に
提
出
す
る
。
統
理
は
更
に
全
校
的
立
場
と
一
人
々

々
の
研
究
の
立
場
と
か
ら
考
察
し
て
、
出
来
る
丈
け
価
値
あ
る
も
の
を
選
定
す

る
。
之
に
依
っ
て
個
人
の
希
望
に
添
ひ
っ
1
、
学
校
全
体
と
し
て
も
体
系
立
つ

や
う
に
工
夫
す
る
。
幸
ひ
私
が
開
校
以
来
の
勤
続
者
で
、
在
庫
E
a
雷
の
総
べ
て

は
私
の
目
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
新
刊
図
書
に
は
常
に
相
当
の
注
意

を
払
っ
て
居
る
の
で
、
購
入
図
書
の
厳
選
役
を
承
は
る
の
で
あ
る
0
し
か
し
厳

選
の
結
果
一
冊
で
も
個
人
の
希
望
を
容
れ
得
な
い
場
合
に
は
、
必
ず
其
の
本
人

と
語
合
っ
て
十
分
な
諒
解
を
'
求
め
る
こ
と
に
し
て
居
る
。
か
う
し
て
決
定
し

た
も
の
を
係
に
返
附
し
'
係
は
経
理
係
の
手
を
経
て
購
入
の
手
続
を
取
る
の
で

あ
る
。
更
に
此
の
数
年
来
は
毎
年
教
科
書
を
同
人
に
配
付
し
て
、
自
由
に
書
き

込
む
こ
と
に
し
て
来
た
o
そ
の
教
科
小
H
は
い
づ
れ
も
個
人
の
私
物
と
な
る
も
の

で
あ
る
.
学
年
書
架
と
い
ひ
、
図
苔
購
入
と
い
ひ
、
教
科
書
配
布
と
い
ひ
、
図

書
室
の
設
伯
i
J
い
ひ
、
何
れ
も
㌶
々
独
自
的
の
研
究
を
長
発
す
る
た
め
の
施
設

で
あ
る
.
」
　
(
同
上
霞
、
1
七
八
-
一
七
九
ペ
)

緑
小
学
校
に
お
け
る
教
材
研
究
施
設
は
、
学
年
む
架
の
く
ふ
う
を
は
じ
め
へ

図
書
購
入
、
教
科
書
配
付
、
図
岩
室
の
設
備
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
整
え
ら
れ
、

教
材
研
究
を
長
英
し
て
い
-
施
設
と
し
て
独
自
の
機
能
を
只
偏
し
て
い
た
。

三

沖
塩
覚
氏
は
'
さ
ら
に
、
分
団
的
散
村
研
究
の
こ
と
に
触
れ
て
、
つ
官
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
こ
れ
は
毎
週
金
曜
日
に
行
ふ
学
年
会
や
、
随
時
に
開
か
れ
る
教
科
部
会
な

ど
、
数
人
一
団
の
相
互
研
究
で
あ
る
。
学
年
会
で
は
個
々
の
教
材
の
研
究
と
共

に
、
一
年
間
を
見
通
し
た
教
材
の
選
択
排
列
に
及
ぶ
。
教
科
部
会
で
の
研
究
は

教
科
主
任
を
中
心
と
し
て
行
ふ
が
'
之
は
一
科
の
教
材
の
縦
告
的
研
究
を
主
と

す
る
0
之
が
語
っ
て
教
授
細
目
の
編
成
が
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
此
の
こ

と
は
ま
だ
将
来
の
問
題
に
属
す
る
。
」
　
(
同
上
怨
へ
　
1
九
四
ペ
)

分
団
的
教
材
研
究
の
う
ち
、
学
年
会
・
教
科
部
会
の
研
究
が
集
積
さ
れ
て
、

教
授
細
目
が
編
成
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
に
立
っ
て
、
な
お
、
「
此
の
こ
と
は

ま
だ
将
来
の
問
題
に
属
す
る
。
」
　
(
同
上
古
、
一
九
四
ペ
)
と
述
べ
て
あ
る
0

教
材
研
究
の
到
達
点
と
し
て
教
授
細
目
の
編
成
を
実
現
し
て
い
-
の
に
は
ま
だ

十
分
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

沖
垣
寛
氏
は
'
個
別
的
教
材
研
究
会
・
全
校
的
教
材
研
究
会
・
分
団
的
教
材

研
究
会
の
相
互
関
連
に
つ
い
て
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

「
か
-
の
如
-
個
別
的
に
'
分
団
的
に
'
全
校
的
に
'
或
は
独
自
研
究
と
し

て
、
或
は
相
互
研
究
と
し
て
、
教
材
の
研
究
を
持
続
す
る
の
で
あ
る
が
'
特
に



個
別
的
教
材
研
究
は
日
々
t
-
住
に
繰
返
す
も
の
で
あ
り
、
全
校
的
教
材
研
究
は

特
殊
の
致
材
に
つ
い
て
時
々
行
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
を
個
人
的
自
学
と
す

れ
ば
'
後
者
は
相
互
的
指
導
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、
後
者
に
よ
っ

て
前
者
が
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
相
侠
っ
て
教
材
の
研
究
を
充

突
す
る
訳
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
古
へ
　
1
九
四
I
T
九
五
ペ
)

緑
小
学
校
に
お
い
て
'
学
校
と
し
て
の
教
材
研
究
施
設
が
入
念
に
撃
冬
b
れ

て
い
た
の
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き

は
、
当
時
へ
沖
塩
寛
氏
が
'
日
常
生
活
に
即
し
た
教
材
選
択
・
教
材
研
究
の
あ
り

か
た
を
求
め
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
'
沖
垣
寛
氏

は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
茨
に
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
、
日
常
生
活
を
教
材
研
究
の
行
持
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。
見
聞
・
経
験
に
教
材
を
読
み
、
常
住
座
臥
が
教
材
の
研
究

で
あ
る
や
う
に
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
教
材
を
自
己
の
生
活
に
読
む
と
云
っ

た
ら
よ
か
ら
う
か
O
算
術
部
の
者
は
遠
足
か
ら
問
題
を
構
成
し
、
公
園
の
ベ
ー

ス
か
ら
生
活
問
題
を
編
み
出
す
と
い
ふ
や
う
に
、
生
に
触
れ
た
、
算
術
の
教
材

を
生
み
出
す
こ
と
に
努
め
て
居
る
。
国
史
地
理
部
の
者
に
は
、
満
州
事
変
・
上

海
事
変
・
満
州
国
の
独
立
・
国
際
平
和
会
議
と
'
次
々
に
現
は
れ
て
来
る
地
理

歴
史
的
事
実
が
問
題
に
な
っ
て
、
新
聞
雑
誌
の
切
抜
が
日
毎
に
厚
-
な
っ
て
行

く
。
修
身
部
は
生
活
修
身
の
立
場
か
ら
、
活
き
た
教
材
を
蒐
集
す
る
。
国
語
部

の
者
は
'
読
本
の
文
章
を
自
己
の
生
体
験
に
落
し
て
理
会
し
よ
う
と
努
め
る
。

か
う
し
て
教
材
を
生
活
に
読
む
髄
心
度
が
年
一
年
と
築
か
れ
て
来
た
o
更
に
五
年

十
年
と
こ
の
行
を
継
続
し
た
な
ら
ば
へ
何
れ
の
日
に
か
'
生
活
に
即
し
生
命
に

触
れ
た
教
材
の
選
択
と
取
扱
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
O
今

日
の
郷
土
教
育
な
ど
も
、
か
う
し
た
質
実
な
実
際
的
研
究
の
継
続
に
拠
ら
な
け

れ
ば
'
決
し
て
其
の
主
旨
を
実
に
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。
」
　
(
同

上
古
、
一
九
五
ペ
)

「
日
常
生
活
を
教
材
研
究
の
行
持
と
す
る
こ
と
」
1
そ
れ
を
行
じ
て
糾
続

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
生
活
に
即
し
生
命
に
冊
れ
た
教
材
の
選
択
と
取
扱

が
行
は
れ
る
や
う
に
す
る
こ
と
」
、
こ
れ
ら
は
注
目
す
べ
き
教
材
研
究
観
の
提

示
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。m

沖
垣
究
氏
は
、
教
材
研
究
に
と
り
組
む
井
本
髄
正
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の

国
語
教
材
研
究
(
「
陶
工
姉
右
折
門
」
の
ば
あ
い
)
を
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
私
が
昨
年
(
引
用
老
巧
昭
和
六
年
八
一
九
三
1
>
の
こ
と
か
o
)
、

『
陶
工
柿
右
朽
門
』
を
取
摂
り
た
時
で
あ
っ
た
o
何
と
し
て
も
教
材
の
理
会
が

根
本
で
あ
る
と
息
っ
て
、
一
夜
丹
念
に
あ
の
文
を
読
ん
だ
。
自
分
と
し
て
は
読

ん
で
読
ん
で
読
み
抜
い
て
'
溶
か
に
安
ん
じ
得
る
と
い
ふ
処
ま
で
行
っ
て
案
を

立
て
た
。
午
前
一
時
頃
で
あ
っ
た
か
と
思
ふ
。
教
案
も
思
ひ
の
外
す
ら
　
-
　
と

題
ま
っ
た
の
で
'
良
い
気
分
に
な
っ
て
床
に
は
い
ら
う
と
し
た
時
、
ふ
と
心
の

中
に
噴
い
た
も
の
が
あ
る
。
『
我
れ
は
何
を
得
た
り
や
。
』
私
は
こ
の
内
な
る

声
に
は
た
と
行
詰
っ
て
、
再
び
机
の
前
に
坐
り
直
し
て
読
み
に
読
ん
だ
。
や
う

や
く
我
が
心
に
触
れ
得
た
も
の
を
見
出
し
へ
我
が
生
活
を
照
ら
さ
れ
た
感
じ
に

到
達
し
て
、
床
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
も
7
～
私
は
、
初
め
か
ら
雑
念
を

以
て
彼
の
文
に
対
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
で
は
能
ふ
限
り
の
虚
心
担
懐

な
心
を
以
て
当
っ
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
然
る
に
『
汝
何
を
得
た
り
や
。
』
と

内
省
し
て
は
'
私
も
亦
明
日
の
教
壇
に
功
を
急
い
で
括
た
の
で
あ
っ
た
O
陶
工
柿

右
街
門
を
学
ん
で
之
を
児
童
に
教
へ
る
前
に
、
先
づ
自
か
ら
が
此
の
文
に
触
発

さ
れ
た
も
の
を
見
出
し
'
こ
の
文
に
依
っ
て
自
己
を
啓
沃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
に
'
自
ら
其
の
つ
も
り
で
居
た
私
が
何
時
の
間
に
か
自
己
を
離
れ
て
居



た
の
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
事
だ
。
布
所
相
の
念
に
立
っ
て
は
自
己
が
育
た
ぬ
。

『
己
れ
空
な
ら
ざ
れ
ば
遺
現
は
れ
ず
。
』
と
云
っ
た
先
覚
の
言
葉
は
、
決
し
て

我
を
欺
-
も
の
で
は
な
い
。
私
は
撃
b
く
の
問
、
床
の
中
で
か
う
し
た
感
懐
に

耽
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
思
ふ
に
、
児
鎧
を
育
て
る
前
に
先
づ
自
己
を
育
て
る
教

師
の
み
が
、
裏
に
児
班
を
導
き
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o
自
ら
教
材
に
浸
っ

て
自
己
の
生
命
に
培
ふ
こ
と
を
知
ら
な
い
着
が
'
何
で
児
童
に
こ
れ
を
教
へ
る

こ
と
が
出
来
よ
う
.
私
は
か
う
し
た
態
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
'
私
共
の
教
材

研
究
に
於
け
る
根
本
の
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
.
」
　
(
同
上
i
 
f
　
1
九
六
ペ
)

こ
う
し
て
'
教
材
研
究
に
お
け
る
態
度
の
確
立
の
問
題
が
、
ま
ず
要
請
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
へ
生
命
的
桧
の
立
切
か
ら
'
教
材
を
と
ら
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
教
材
研
究
に
お
け
る
主
体
的
立
場
の
確
立
が
た

え
ず
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
.
沖
垣
究
氏
は
、
教
材
研
究
に
つ
い
て
の
正

本
的
な
考
え
か
た
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
通
常
科
学
的
態
度
に
立
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
文
化
財
と
し
て
の
教
材
は
純

客
観
的
の
存
在
と
な
る
け
れ
ど
も
、
之
を
生
命
陶
治
の
立
切
か
ら
見
る
時
に
、

教
材
が
生
命
の
粒
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
な
る
0
言
ひ
投
へ
れ
ば
客

観
と
し
て
の
教
材
が
、
主
観
と
し
て
の
我
れ
の
生
命
に
培
ふ
か
否
か
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
い
へ
ば
、
生
命
陶
冶
に
関
与
す
る
文
化
財
は
総
べ
て
教
材
で
あ

る
と
言
ひ
得
る
と
共
に
'
如
何
な
る
文
化
財
で
も
生
命
陶
冶
に
培
は
な
い
な
ら

ば
之
を
教
材
と
は
言
ひ
難
い
こ
と
に
な
る
。
陽
明
は
'
『
六
経
著
書
心
紀
籍
也

而
六
経
之
災
穴
於
吾
心
』
と
言
っ
て
㍍
る
が
'
安
に
『
六
経
僻
我
註
脚
』
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
森
岡
屯
芳
氏
の
所
説
に
啓
発
さ
れ
る
処
が
多
い
の
で
あ

マ
7

る
が
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
六
経
と
は
今
日
の
文
化
財
で
あ
っ
て
'
文
化
財

の
本
体
は
吾
心
な
り
と
叫
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
』
と
云
っ
て
居
ら
れ
る
。
抑

々
謂
舵
の
文
化
財
は
我
々
人
間
の
仰
爪
的
'
&
>
求
の
封
硯
で
あ
る
か
ら
、
心
を
酌

れ
生
命
を
離
れ
て
文
化
財
が
有
り
得
な
い
や
う
に
'
生
命
活
動
を
離
れ
て
教
材

を
考
へ
る
こ
と
は
山
来
な
い
.
客
相
的
な
教
材
は
学
E
=
君
自
身
の
生
命
活
動
に

ょ
っ
て
、
初
め
て
そ
れ
が
教
材
た
る
価
柿
を
実
に
す
る
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
従

っ
て
生
活
陶
冶
と
し
て
の
学
習
は
'
教
材
を
そ
の
ま
ゝ
摸
写
す
る
こ
と
で
は
な

く
自
己
の
生
命
活
動
を
通
し
て
其
の
教
材
の
何
倍
を
追
創
造
し
'
追
体
験

し
、
結
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
材
の
持
つ
文
化
仰
佃
が
学
習

を
通
し
て
陶
冶
価
格
と
な
り
、
陶
冶
価
値
が
転
じ
て
人
格
価
値
と
な
り
へ
個
性

の
中
に
柘
植
が
実
現
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
初
め
て
教
材
を
学
ぶ
忠
義
が
充
実

す
る
0
私
共
の
教
材
研
究
も
か
う
し
た
生
成
の
過
程
を
踏
み
へ
学
ぶ
こ
と
が

自
己
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
T
点
に
落
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

ふ
。
教
材
研
究
が
こ
の
意
義
で
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
児
立
を
数
へ
る
為

め
の
労
作
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
て
'
寧
ろ
却
っ
て
教
師
と
し
て
の
私
共
自
身

を
耕
や
す
修
行
と
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
頼
く
の
如
き
体
験
を
持
つ
者
の
み

が
、
能
-
児
丑
の
自
己
創
造
を
促
し
、
そ
の
生
命
の
陶
冶
発
展
を
果
し
得
る
の

で
あ
る
と
恩
ふ
。
姉
(
引
用
老
注
、
芦
田
i
思
之
助
先
生
を
指
す
O
)
が
『
万
象

悉
-
呼
ぶ
』
と
い
は
れ
、
『
1
切
万
象
を
読
ん
で
自
己
を
育
て
よ
。
』
と
い
は

れ
る
の
は
、
物
学
ぶ
者
に
と
っ
て
苅
婁
な
る
焦
比
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
へ
ら
れ
る
。
」
　
(
同
上
書
,
一
九
大
-
一
九
七
ペ
)

i
「
昌
‥
m
I
叶
:
'
r
.
'
-
'
-
'
-
的
立
i
r
ハ
-
-
u
に
.
¥
j
r
.
-
:
i
.
-
芦
蝣
V
i
'
V
に
つ
い
て
へ
沖
山
小
し
¥
^
J

は
'
透
擬
し
た
考
え
か
た
に
立
っ
.
て
い
た
。
そ
れ
は
わ
が
国
の
初
等
教
育
界
に

お
け
る
'
教
材
研
究
に
つ
い
て
の
態
比
論
と
し
て
到
達
水
準
を
空
9
も
の
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
非
本
の
考
え
か
た
を
'
師
1
-
*
r
し
て
い
た
芦
田
恵
之
助
氏
か
ら
多

く
学
び
え
て
い
る
と
し
て
も
'
沖
転
記
氏
自
身
の
真
撃
な
教
材
研
究
体
験
か
ら

考
え
深
め
て
い
る
両
も
少
な
く
な
い
O



五

教
材
研
究
に
お
い
て
は
、
行
的
方
法
が
だ
い
じ
で
あ
る
と
、
沖
垣
究
氏
は
強

調
す
る
.
す
な
わ
ち
、
沖
垣
寛
氏
は
'
教
材
研
究
の
方
法
の
問
題
に
つ
い
て
、

ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
教
材
の
研
究
を
自
己
啓
沃
の
道
と
す
る
態
度
の
如
き
は
、
総
べ
て
に
通
ず

る
根
本
の
問
題
で
あ
っ
て
、
此
処
に
立
つ
教
材
研
究
の
実
践
は
之
を
行
的
方
法

と
称
し
て
然
る
べ
き
も
の
か
と
思
ふ
。
従
来
の
私
共
の
教
材
研
究
を
反
省
す
る

と
、
抽
象
的
な
観
念
的
認
識
の
一
面
に
走
り
勝
ち
で
、
具
体
的
な
行
的
実
践
的

認
識
と
も
い
ふ
べ
き
T
両
を
光
礎
づ
け
る
こ
と
が
十
分
で
な
か
っ
た
o
教
材
と

自
己
と
の
生
命
の
交
流
が
微
弱
で
'
教
材
の
取
扱
に
体
験
的
基
礎
を
欠
-
憾
み

が
あ
っ
た
の
は
此
の
為
め
で
あ
る
と
思
ふ
。
今
日
と
雄
も
教
壇
の
実
際
を
知
識

と
理
論
に
よ
っ
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
結
果
、
生
命
と
力
と
に
よ
る
全
的
鍛
錬

と
為
し
得
な
い
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
と
言
ほ
れ
て
居
る
。
即
ち
私
共
の
教

材
研
究
に
於
て
は
、
概
念
的
理
論
的
態
皮
の
根
帖
に
実
践
的
行
的
な
認
識
態
度

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
忠
ふ
U
　
(
同
上
宙
'

1
九
七
～
1
九
八
ペ
)

教
材
研
究
に
お
け
る
行
的
方
法
は
、
沖
垣
先
氏
の
ば
あ
い
'
そ
の
教
材
研
究

に
と
り
組
む
基
本
態
度
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
て
-
る
0
教
材
研
究
に
お
い

て
、
た
え
ず
具
体
的
な
行
的
実
践
的
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
o

読
む
こ
と
に
お
け
る
、
国
語
教
材
研
究
の
あ
り
か
た
・
行
的
方
法
と
し
て
'

沖
短
寛
氏
は
、
文
(
文
章
)
　
の
熟
読
を
重
視
す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
へ
沖
垣

究
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
o

「
読
方
教
材
の
研
究
に
於
け
る
行
的
方
法
と
は
、
教
材
と
し
て
の
文
章
を
熟

読
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
.
文
(
引
用
者
往
、
文
苛
を
指
し
て
い
る
。
)
　
の

熟
読
で
あ
る
。
之
を
日
常
の
行
持
と
し
て
持
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ふ
迄
も

な
-
、
読
本
の
研
究
に
は
様
々
な
方
途
が
あ
る
o
原
拠
出
典
を
尋
ね
る
の
も
よ

い
。
文
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
析
研
究
す
る
も
よ
い
。
文
法
・
語
法
・
修
辞
の

学
に
聴
-
こ
と
む
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
文
学
作
品
を
耽
読
し
た
り
、
先
覚
の
古

に
現
は
れ
た
読
書
論
を
参
考
と
す
る
な
ど
も
そ
の
1
つ
で
あ
る
.
或
は
綻
貰
的

に
或
は
横
断
的
に
'
文
研
究
の
方
法
は
多
岐
に
分
れ
る
O
け
れ
ど
も
其
の
F
 
'
E
も

H
f
的
'
-
<
>
'
-
・
/
・
)
-
蝣
蝣
蝣
八
も
宰
↓
カ
バ
・
_
t
門
蝣
J
:
J
f
-
方
法
v
>
ア
f
r
*
1
-
.
-
r
*
霊
で
蝣
O
;
つ
。
こ
の
高
一

論
と
い
ふ
R
T
H
も
平
凡
な
'
し
か
し
な
が
ら
東
洋
的
な
方
法
こ
そ
は
、
文
章
理
会

に
於
け
る
唯
1
の
行
的
方
法
で
あ
る
と
思
ふ
O
」
　
(
同
上
雷
'
1
九
八
ペ
)

文
章
の
熟
読
を
国
語
教
材
研
究
の
行
的
方
法
と
す
る
沖
短
先
氏
は
'
そ
の
日

ざ
し
て
い
る
境
地
と
努
力
自
損
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
.

「
私
共
は
こ
れ
ま
で
か
う
し
た
師
(
引
用
者
注
、
芦
田
恵
之
助
先
生
)
　
の
教

へ
を
聴
き
、
ま
た
直
接
に
師
の
か
う
し
た
生
活
に
触
れ
て
、
文
の
熟
読
が
教
材

研
究
の
員
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
味
は
つ
て
来
た
O
理
論
に
頼
ら
ず

知
識
に
偏
せ
ず
へ
た
ゞ
自
ら
の
真
心
を
唯
1
の
詔
と
し
て
'
仝
心
身
を
集
中
す

る
熟
読
三
昧
の
生
活
。
私
共
は
今
も
猶
は
此
処
に
至
ら
う
と
し
て
努
め
て
居

る
.
し
か
も
そ
の
期
す
る
処
は
'
一
岩
の
文
章
を
全
一
的
生
命
体
と
眺
め
、
1

語
1
句
・
1
句
読
の
上
に
も
父
の
生
命
を
見
得
し
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
。
か

-
の
如
き
経
験
は
、
教
材
研
究
に
於
け
る
行
的
方
法
と
し
て
の
文
の
熟
読
が
、

い
か
に
私
共
の
教
壇
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
'
明
か
に
自

覚
さ
し
て
呉
れ
た
o
」
　
(
同
上
詔
'
1
九
九
ペ
)

沖
垣
寛
氏
の
目
ざ
し
た
熟
読
本
位
の
教
材
研
究
の
あ
り
よ
う
、
す
な
わ
ち

「
班
論
に
捕
ら
ず
知
識
に
偏
せ
ず
、
た
ゞ
自
ら
の
共
心
を
唯
1
の
詔
と
し
て
'

仝
心
身
を
集
中
す
る
熟
読
三
昧
の
生
活
。
」
　
(
前
出
)
は
、
氏
自
身
の
理
想
と

す
る
教
材
研
究
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
唯
心
的
な
教
材
研
究
の
持
つ
限

界
も
ま
た
兄
い
だ
さ
れ
る
。



六

前
掲
の
文
章
の
初
め
に
も
、
「
私
共
は
こ
れ
ま
で
か
う
し
た
師
の
教
へ
を
聴

き
、
ま
た
直
接
に
師
の
か
う
し
た
生
活
に
触
れ
て
、
文
の
熟
読
が
教
材
研
究
の

最
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
昧
は
っ
て
来
た
.
」
　
(
同
上
封
へ
　
1
九
九

ペ
)
と
あ
る
よ
う
に
'
沖
垣
寛
氏
の
教
材
研
究
の
行
的
方
法
の
も
と
づ
く
と
こ

ろ
は
、
芦
田
恵
之
助
氏
の
教
材
研
究
の
し
か
た
で
あ
っ
た
。

芦
田
市
心
之
助
氏
は
、
そ
の
著
「
第
二
読
み
方
教
授
」
　
(
大
正
1
4
年
9
月
l

日
'
芦
田
書
店
刊
)
に
お
い
て
、
〟
力
1
ぱ
い
に
読
む
″
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
年
の
読
本
で
も
、
六
年
の
読
本
で
も
、
こ
れ
を
読
む
こ
と
十
回
な
ら

ば
、
十
回
の
新
し
い
感
が
得
ら
れ
ま
せ
う
。
名
人
は
千
何
百
回
語
っ
た
浄
瑠

喝
で
も
'
謡
っ
た
謡
曲
で
も
'
1
回
と
し
て
同
じ
物
は
な
い
と
い
ふ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
教
師
ば
か
り
『
何
回
読
ん
で
も
同
じ
だ
、
読
ま
な
-
て
も
分
っ
て
ゐ

る
。
』
な
ど
い
っ
て
、
す
ま
し
て
ゐ
ら
れ
ま
せ
う
か
。
居
ら
れ
る
と
い
ふ
方

は
'
自
己
の
進
展
を
無
視
し
て
ゐ
る
の
で
す
o
自
己
を
侮
蔑
し
て
安
ん
ず
る
こ

と
の
出
来
る
人
は
幸
福
で
す
。

力
一
ば
い
に
読
む
と
い
ふ
こ
と
を
、
一
夕
試
み
て
ど
ら
ん
な
さ
い
。
一
回
よ

り
か
二
回
、
二
回
よ
り
か
三
回
'
そ
の
意
義
が
鮮
明
に
な
り
ま
す
。
の
み
な
ら

ず
教
師
の
こ
の
一
心
が
い
つ
の
ま
に
か
、
児
茄
の
上
に
反
映
し
て
'
力
1
ぱ
い

に
読
む
心
を
養
ひ
ま
す
。
こ
れ
を
悟
っ
た
人
は
一
生
の
幸
福
で
す
。
私
が
『
読

み
方
教
授
』
∧
引
用
老
荘
、
大
正
5
年
4
月
2
 
1
日
、
育
英
雷
院
刊
V
に
於
て
読

む
心
を
養
ふ
と
唱
へ
た
の
は
'
こ
～
を
い
っ
た
の
で
す
。
」
　
(
「
第
二
読
み
方

教
授
」
へ
　
二
八
三
-
二
八
四
ペ
)

沖
垣
寛
氏
は
'
当
時
へ
　
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
'
芦
田
恵
之
助
氏
に
師
事
し
'

直
接
そ
の
責
陶
を
受
け
て
い
た
。
芦
田
市
心
之
助
氏
が
授
業
に
臨
む
の
に
、
国
語

教
材
研
究
に
ど
れ
ほ
ど
真
剣
に
熟
読
を
重
ね
ら
れ
る
か
、
そ
の
様
子
を
つ
ぶ
さ

に
目
の
あ
た
り
に
見
て
、
そ
の
態
皮
・
行
的
方
法
に
深
い
感
銘
を
受
け
て
お
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

七

芦
田
恵
之
助
氏
は
'
そ
の
著
「
国
語
読
本
各
課
取
扱
の
着
眼
点
尋
常
科
第
二

学
年
」
　
(
昭
和
3
年
1
月
2
0
日
、
芦
田
書
店
刊
)
に
お
い
て
'
た
と
え
ば
へ
教

材
「
扇
の
ま
と
」
　
(
四
時
間
扱
い
)
　
に
つ
い
て
へ
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
0
当
時
(
昭
和
初
期
)
　
の
教
材
研
究
の
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
'
以
下
に

掲
げ
て
お
き
た
い
。

長
篇
で
あ
る
o
国
語
読
本
に
は
万
代
落
し
て
は
な
ら
な
い
材
料
で
あ
る
。
こ

の
課
の
前
眼
点
は
、
宗
高
が
一
命
を
l
矢
に
か
け
て
扇
の
的
を
射
ぬ
い
た
そ
の

心
事
に
あ
る
が
、
事
の
経
過
と
し
て
、
平
家
が
連
戦
連
敗
に
、
自
ら
慰
め
る
道

を
求
め
た
扇
の
的
の
軍
占
、
I
尋
二
の
児
童
は
多
く
こ
れ
を
遊
事
と
考
へ
て
ゐ

る
　
-
　
宗
高
が
扇
の
的
を
射
ぬ
-
や
、
平
家
方
は
ふ
な
ば
た
を
た
1
い
て
、
源

氏
は
馬
の
鞍
を
た
～
い
て
'
語
数
お
か
な
か
っ
た
所
に
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
こ
の
課
の
取
扱
の
若
限
点
は
主
要
な
も
の
1
、
之
に
次
ぐ
も
の
が
二

つ
あ
る
事
に
な
る
。

寿
永
四
年
二
月
(
紀
元
1
八
四
五
年
)
阿
蚊
に
渡
り
、
陸
か
ら
廻
っ
た
義
経

の
た
め
に
へ
屋
島
の
平
家
は
焼
打
を
食
っ
た
O
西
風
強
く
て
ふ
せ
ぎ
も
な
ら

ず
、
悉
く
船
に
乗
っ
て
海
に
出
で
'
士
気
は
全
く
山
東
し
て
し
ま
っ
た
。
源
氏

は
勝
に
乗
っ
て
、
海
岸
に
お
し
よ
せ
て
陣
を
と
っ
た
。
志
気
す
こ
ぶ
る
軒
茄
で

あ
る
。
こ
の
時
平
家
の
方
か
ら
摺
出
し
た
1
控
の
小
舟
へ
　
そ
の
へ
さ
き
に
長
い

竿
を
立
て
へ
竿
の
先
に
赤
い
扇
を
つ
け
て
、
こ
れ
を
射
よ
と
さ
し
ま
ね
い
た
。

こ
れ
は
軍
占
と
い
ふ
も
の
で
'
苦
悶
な
ぐ
さ
む
る
に
退
な
き
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
。
源
氏
が
も
し
之
を
射
落
し
た
ら
、
源
氏
が
勝
ち
'
外
し
た
ら
、
平
家
が
肪



つ
と
い
ふ
の
で
あ
る
.
虫
の
よ
い
謡
だ
が
、
こ
の
時
に
は
か
う
で
も
し
な
け
れ

ば
'
平
家
は
じ
っ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ら
う
。
苦
悶
に
た
へ
ら
れ
な
か

っ
た
の
だ
ら
う
。

そ
の
心
を
読
ん
だ
源
氏
、
こ
と
に
大
将
義
経
は
'
是
が
非
で
も
こ
れ
を
射

落
さ
ね
ば
お
か
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
o
軍
占
の
蓑
を
か
い
て
、
こ
の
l
挙

に
平
家
を
精
神
的
に
屠
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
か
う
な
る
と
事
に
身
が
い

っ
て
来
る
。
射
る
者
の
物
色
が
は
じ
ま
っ
た
。
第
一
に
畠
山
重
忠
が
出
た
が
'

一
の
谷
の
合
戦
に
弓
手
を
つ
い
て
'
ふ
る
ひ
が
今
な
は
や
ま
ぬ
と
逃
げ
た
。
次

に
那
須
の
十
郎
が
呼
び
出
さ
れ
た
が
'
私
よ
,
 
i
,
も
弟
の
与
〓
警
回
が
適
任
だ

と
に
げ
た
。
三
番
目
に
呼
出
さ
れ
た
の
が
宗
高
で
あ
る
。
宗
高
は
当
年
十
七

歳
、
一
軍
の
士
気
消
長
に
か
か
は
る
こ
の
重
任
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

も
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
義
経
が
許
さ
ぬ
O
あ
た
り
の
者
も
'
日
が
暮
れ
て

は
致
し
方
が
な
い
と
い
ふ
。
宗
高
も
退
く
に
引
か
れ
ず
、
一
命
を
か
け
て
へ
　
そ

の
重
任
を
引
き
っ
け
た
o
心
中
に
は
万
死
を
期
し
て
ゐ
た
o
け
れ
ど
も
1
両
は

れ
の
場
で
あ
る
。
心
静
か
に
神
に
祈
っ
て
、
的
を
見
る
と
'
や
～
射
よ
げ
に
見

マ
マ

え
た
。
神
の
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
か
と
の
喜
'
そ
の
神
采
の
感
に
'
ね
ら
ひ
を
定
め

て
射
放
し
た
。
か
ぶ
ら
矢
は
高
鳴
し
て
、
か
な
め
の
上
一
寸
ば
か
り
の
所
を
射

切
っ
た
?
こ
れ
を
見
た
敵
も
味
方
も
、
討
畝
の
声
が
海
陸
に
と
ゞ
ろ
き
渡
っ

た
。第

一
時
に
は
全
課
通
読
、
教
師
が
こ
れ
を
行
ふ
だ
っ
た
ら
、
静
か
に
話
を

す
る
や
う
に
読
ん
で
、
通
読
一
過
、
大
体
の
筋
を
つ
か
み
得
る
や
う
に
さ
せ
た

い
o
も
し
児
斑
に
読
ま
せ
る
だ
っ
た
ら
四
つ
に
き
っ
て
へ
一
軍
占
の
と
こ

ろ
、
二
与
I
を
呼
出
し
た
と
こ
ろ
、
三
扇
の
的
を
射
落
し
た
と
こ
ろ
、
四
敵
味

方
共
に
讃
故
お
か
ぬ
と
こ
ろ
を
読
ま
せ
'
ま
と
め
て
考
へ
易
い
や
う
に
し
た

い
o
次
に
読
み
得
た
も
の
に
つ
い
て
'
軍
占
二
崩
の
的
・
讃
数
の
三
つ
位
を
た

し
か
め
、
第
1
段
の
軍
占
、
全
文
を
書
か
せ
て
'
1
の
谷
に
敗
れ
、
-
　
寿
永

三
年
二
月
　
-
今
又
屋
島
を
追
は
れ
た
平
家
の
苦
悶
、
そ
れ
か
ら
生
れ
た
扇
の

的
の
軍
占
の
忠
義
を
知
ら
せ
た
い
。

第
二
時
に
は
全
課
通
読
'
軍
占
の
復
習
、
次
に
傍
線
を
施
し
た
十
二
語
句

(
引
用
者
注
へ
後
出
の
教
材
文
中
の
一
二
語
句
に
傍
線
が
施
し
て
あ
る
の
を
指

し
て
い
.
K
>
-
)
を
書
か
せ
て
、
与
1
が
扇
の
的
を
射
落
す
所
を
概
観
さ
せ
た

い。.
第
三
時
に
は
全
課
通
読
'
前
時
間
の
複
m
.
次
に
「
弓
　
を
　
と
り
な
は
し

て
。
」
よ
り
「
な
み
　
の
　
上
　
に
　
お
ち
ま
し
た
。
」
ま
で
。
全
文
を
書
か

せ
て
挿
絵
と
対
照
L
t
与
1
の
心
事
を
よ
く
7
1
読
ま
せ
た
い
。
私
が
神
奈
川

県
大
田
小
学
校
で
取
扱
っ
た
時
に
'
前
に
も
後
に
も
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
ほ

ど
へ
う
ま
く
い
つ
た
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
与
一
の
引
き
し
ぼ
っ
て
ゐ
る
も
の
は
何
で
す
か
o
」
　
(
楯
絵
の
与
T
を
見

さ
せ
て
)

「
弓
で
す
。
」

「
弓
に
つ
が
へ
て
あ
る
も
の
は
何
で
す
か
。
」

「
矢
で
す
。
」
　
(
私
は
命
を
か
け
た
矢
だ
と
い
っ
て
は
し
か
っ
た
。
)

「
矢
で
す
P
」
　
(
児
童
は
目
を
丸
く
し
た
o
)

「
こ
れ
が
た
ゞ
の
矢
に
見
え
る
人
は
幸
福
だ
。
」

(
か
う
独
語
の
や
う
に
い
ひ
な
が
ら
、
私
は
仝
級
を
見
ま
は
し
た
。
)

一
生
-
級
長
-
挙
手
(
私
は
た
だ
ち
に
指
名
し
た
。
)

「
先
生
は
何
に
卑
見
ま
す
か
o
」
　
(
学
童
が
研
究
に
む
か
つ
て
は
、
悪
び
れ

ず
、
か
-
あ
る
べ
き
だ
と
心
に
敬
服
し
た
o
)

「
私
は
矢
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
命
に
見
え
ま
す
。
」

こ
の
時
全
級
破
顔
微
笑
o
参
観
者
も
黙
然
と
し
て
笑
っ
た
o
私
は
こ
の
時
国

9



語
の
教
授
は
、
こ
の
気
合
で
行
-
も
の
だ
と
感
じ
た
。

*
~
d
J
T
帖
に
は
十
吋
J
迫
　
へ
/
j
"
"
-
-
r
,
豆
H
H
i
-
T
.
小
エ
'
-
'
~
~
、
i
f
に
サ
V
-
-
/
i
(
~
*
,
二
1
2
与
蝣
*
-
;

文
召
か
せ
て
、
敵
味
方
の
讃
な
お
か
ぬ
と
こ
ろ
'
即
ち
超
人
的
の
行
動
に
は
、

敵
味
方
を
超
越
し
て
'
没
美
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
。

(
与
1
が
馬
を
海
中
に
乗
り
い
れ
た
の
は
、
矢
ど
ろ
を
は
か
っ
た
も
の
へ
船

に
乗
っ
て
さ
し
ま
ね
い
た
の
は
、
官
女
玉
虫
の
前
。
「
時
な
ら
ぬ
」
の
歌
は
、

こ
の
官
女
が
感
に
堪
え
で
の
即
吟
と
つ
た
へ
て
ゐ
る
.
)

教
材

尾
島
　
の
　
た
た
か
ひ
　
に
'
げ
ん
じ
　
は
.
O
か
'
(
箭
?
"
)
へ
い
け

は
海
(
塁
等
)
で
、
向
ひ
あ
っ
て
居
ま
し
た
時
t
へ
い
け
方
か
ら

舟
　
を
一
そ
う
　
こ
ぎ
出
し
て
　
来
ま
し
た
。
見
れ
ば
　
へ
さ
き
　
に
　
長

い
　
さ
を
　
を
　
立
て
て
、
其
の
　
さ
を
　
の
　
先
　
に
は
、
ひ
ら
い
た
　
赤

い
　
扇
　
が
　
つ
け
て
　
あ
り
ま
す
0
　
1
人
r
　
の
　
-
わ
ん
ぢ
よ
　
が
　
其
の

下
　
に
　
立
っ
て
、
ま
ね
い
て
　
居
ま
す
。
(
捕
)
　
さ
を
　
の
　
先
　
の

扇
　
を
　
い
　
よ
　
と
　
い
ふ
　
の
で
せ
う
。
(
州
措
㌶
叩
)

矧
　
は
　
な
み
　
に
　
ゆ
ら
れ
て
、
上
っ
た
り
　
下
っ
た
り
　
し
ま
す
.
戻

は
　
風
　
に
　
吹
か
れ
て
'
-
る
-
る
　
ま
は
っ
て
　
居
ま
す
。
い
く
ら

耳
G
　
各
人
1
・
J
も
、
こ
れ
　
を
一
対
　
で
　
い
お
と
す
　
こ
と
　
は
・

な
か
な
か
　
む
づ
か
し
　
さ
う
　
で
す
。

げ
ん
じ
の
　
大
し
よ
う
・
H
-
>
づ
相
は
(
閑
㌶
持
㌣
)
家
来
　
に
向
つ
て
へ

「
だ
れ
　
か
　
あ
の
　
扇
　
を
　
い
お
と
す
　
も
の
　
は
　
な
い
　
か
U

(
-
頁
　
J
.
 
-
)

と
　
た
づ
ね
ま
し
た
。
其
の
　
時
一
人
　
の
　
家
来
　
が
　
す
す
み
出
て
、

(
兄
の
十
m
か
.
)

「
瑚
耳
6
.
討
~
「
　
と
由
す
　
も
の
　
が
　
ご
ざ
い
ま
す
。
空
　
を
　
と
ん

で
居
る
鳥
で
も
三
羽
ね
ら
へ
ば
、
二
羽
だ
け
は
き
つ
と
い

お
と
す
ほ
ど
の
上
手
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
い
ひ
ま
し
た
。
よ
し
つ
ね
は

「
そ
れ
を
よ
べ
。
」

と
、
す
ぐ
に
よ
一
を
よ
び
出
し
ま
し
た
。

-
蝣
I
・
:
・
-
'
-
-
∴
]
・
.
-
・
・
.
∴
一
「

る
し
ま
せ
ん
.
(
塁
蜘
増
モ
)
よ
1
は
心
の
中
で
、
も
し
こ
れ

∴
、
-
'
-
'
.
'

-
-
.
サ
サ
ー
'
‥
-
-
-
.
蝣
蝣
(
㌔
-
-
)
,
,
,
V

ど
を
き
め
て
、
馬
に
ま
た
が
っ
て
、
梅
の
中
へ
の
り
入
れ

-
-
・
・
:
・
'
.
-
:
-
:
:
)

弓
を
と
り
な
は
し
て
'
向
ふ
を
見
わ
た
す
と
、
舟
が
ゆ
れ

て
,
剖
j
j
が
さ
だ
ま
り
ま
せ
ん
。
(
鐙
謂
㌢
)
し
ば
ら
く
日

を
つ
ぶ
っ
て
、
村
綴
-
-
灯
し
~
亘
叫
つ
て
~
か
ら
日
を
ひ
ら
い
て
見
る

と
'
今
度
は
扇
が
少
し
お
ち
つ
い
て
見
え
ま
す
。

(
禁
㌍
崇
f
K
)
よ
一
は
弓
に
矢
を
つ
が
へ
,
よ
く
~
吋
引

;
.
.
*
'
蝣
・
・
-
;
!
-
'
.
・
蝣
・
」
)

布
け
~
1
~
薗
~
は
か
な
め
の
き
は
を
い
き
ら
れ
て
'
空
に
高

-
ま
ひ
上
っ
て
、
ひ
ら
ひ
ら
と
二
つ
三
つ
ま
は
つ
て
、
な
み
の

10

上

一

!

　

;

-

.

∵

.

-

・

・

蝣

・

・

　

(

:

'

:

y

-

:

.

t

,

:

-

'

"

を
か
　
の
　
方
　
で
は
　
大
し
よ
う
　
よ
し
つ
ね
　
を
　
は
じ
め
、

な
　
が
　
馬
　
の
　
く
ら
　
を
　
た
た
い
て
　
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。
海

方
　
で
も
　
へ
い
け
方
　
が
　
ふ
な
ば
た
　
を
　
た
た
い
て
、
一
度
に

ど　の　み

つ　　　ん

し

。

J

l

∵

-

;

:

　

(

　

:

　

∵

-

"

蝣

)

-
U
 
I
 
I
 
V
)

(
同
上
雷
'
二
〇
二



右
の
教
材
本
文
中
に
、
か
っ
こ
に
入
れ
て
準
え
て
あ
る
の
は
'
「
着
語
」
で

あ
る
O
芦
田
正
之
助
氏
の
独
自
の
方
法
の
1
つ
で
あ
る
.
沖
垣
究
氏
は
'
終
始

芦
田
恵
之
助
に
師
事
し
て
、
国
語
教
材
の
着
眼
点
・
扱
い
か
た
に
つ
い
て
も
、

つ
ね
に
く
ふ
う
を
L
t
熟
読
と
い
う
行
的
方
法
を
糾
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

a

沖
垣
寛
氏
は
、
垣
内
巻
ニ
・
西
尾
実
両
氏
の
所
説
に
も
学
び
、
教
材
研
究
に

お
け
る
熟
読
の
筑
婁
性
を
い
っ
そ
う
深
く
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
O

沖
垣
究
氏
は
、
み
ず
か
ら
行
じ
て
き
た
熟
読
の
方
法
に
つ
い
て
、
「
好
嫌
抑

鍔
の
心
を
去
り
、
能
ふ
限
り
純
一
誠
実
な
心
を
以
て
行
は
れ
る
文
の
熟
読
は
文

軒
会
に
於
け
る
鼓
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
り
、
読
方
学
習
指
導
の
原
動
力
を
獲

柑
す
る
辺
で
あ
る
と
思
ふ
。
之
は
決
し
て
1
片
の
槻
念
で
は
な
い
。
少
し
-
熟

読
の
行
を
持
続
し
て
教
班
を
践
ん
で
居
る
者
に
は
'
容
易
に
納
得
出
来
る
事
柄

で
あ
る
と
恩
ふ
。
」
　
(
「
人
・
教
育
・
学
校
経
営
」
へ
　
二
〇
〇
ペ
)
と
述
べ
、

さ
ら
に
'
「
私
共
は
先
づ
読
本
を
読
み
抜
い
て
自
己
の
目
を
閃
き
、
閃
か
れ
た

日
を
以
て
各
科
の
教
材
を
読
み
へ
更
に
一
切
万
象
を
読
む
や
う
に
と
努
め
た

い
.
之
を
事
実
の
上
に
見
て
も
、
永
い
問
に
亘
る
読
本
熟
読
の
行
が
基
礎
と
な

っ
て
、
各
科
教
材
の
研
究
に
新
生
面
の
閃
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
得
な

い
。
」
　
(
同
上
古
、
二
〇
l
ペ
)
と
述
べ
て
、
各
教
科
の
教
材
研
究
の
小
心

に
'
国
語
読
本
を
対
象
と
す
る
熟
読
に
よ
る
教
材
研
究
を
堪
え
て
い
こ
う
と
さ

れ
て
い
る
。

沖
垣
究
氏
は
、
み
ず
か
ら
の
教
材
研
究
が
生
軒
稽
古
(
修
行
)
で
あ
る
べ
き

-
む
ね
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
O

「
修
身
で
も
国
史
で
も
算
術
で
も
へ
そ
の
教
材
を
深
-
読
ま
ん
と
す
る
に

は
'
捕
っ
て
自
己
の
生
活
を
餅
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
活
体
験
を
深
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
括
を
深
め
る
に
は
心
境
が
間
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即

ち
精
読
に
よ
る
教
材
の
研
究
は
自
己
の
生
活
の
問
題
と
な
り
'
自
己
の
心
境
開

拓
の
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
.
-
私
共
が
全
生
活
を
提
げ
て
教

材
を
読
む
と
い
ふ
態
度
に
立
つ
な
ら
ば
'
教
材
の
研
究
は
生
涯
の
修
行
と
な
る

の
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
苗
、
二
〇
〇
～
二
〇
一
ペ
)

さ
ら
に
、
自
ざ
す
べ
き
方
向
に
つ
い
て
は
、
「
私
共
は
今
後
も
更
に
杓
謡
を

基
礎
と
す
る
教
材
の
研
究
を
持
続
し
て
、
日
々
の
教
垣
に
清
元
を
も
た
ら
し
た

い
o
同
時
に
爾
余
1
切
の
研
究
を
、
す
べ
て
こ
の
行
の
中
に
融
化
し
た
い
と
思
.

ふ
の
で
あ
る
.
」
　
(
同
上
か
r
　
二
〇
一
ペ
)
と
述
べ
て
い
る
。

い
か
に
熟
読
し
て
教
材
研
究
を
碓
か
な
も
の
に
し
深
め
て
い
-
か
は
'
さ
ら

に
考
究
さ
れ
、
ま
た
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
、
沖
転
寛
氏
の
小
樽

市
緑
小
学
校
で
実
践
さ
れ
た
教
材
研
究
が
'
当
時
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
沖
垣
先
氏
自
身
、
読
む
こ
と
の
教
育
に
つ
い
て
の
原
理
的

実
践
的
研
究
を
倦
む
こ
と
な
く
つ
づ
け
ら
れ
、
そ
の
方
面
で
の
某
紙
も
数
多

い
.
こ
の
た
び
は
、
綜
小
学
校
に
お
け
る
学
校
経
営
の
中
に
拍
り
こ
ま
れ
、
実

践
さ
れ
た
教
材
研
究
に
し
ぼ
っ
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
'
若
干
の
考
察
を
加

え
た
し
だ
い
で
あ
る
。

(
昭
和
5
1
年
4
月
2
1
日
稿
)
　
(
本
学
教
授
)

ll




