
わ
た
し
の
「
現
代
国
語
」
教
室
(
二
)

1

『

こ

1

ろ

』

を

読

む

1

加

藤
　
　
宏
　
　
文

は
じ
め
に

『
こ
1
ろ
』
が
朝
日
新
聞
に
連
載
し
始
め
ら
れ
て
か
ら
五
日
目
'
大
正
三
年

三
月
二
十
四
日
付
け
の
歓
石
の
書
簡
に
、
興
味
深
い
つ
ぎ
の
一
迫
が
あ
る
.

あ
の
「
心
」
と
い
ふ
小
説
の
な
か
に
あ
る
先
生
と
い
ふ
人
は
も
う
死
ん
で

し
ま
ひ
ま
し
た
'
名
前
は
あ
り
ま
す
が
あ
な
た
が
覚
え
て
も
役
に
立
た
な
い

人
で
す
。
あ
な
た
は
小
学
の
六
年
で
よ
く
あ
ん
な
も
の
を
よ
み
ま
す
ね
、
あ

M
i

れ
は
子
供
が
よ
ん
で
た
め
に
な
る
も
の
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
お
よ
し
な
さ

い
へ
あ
な
た
は
私
の
住
所
を
だ
れ
に
閃
き
ま
し
た
か
、
(
注
-
)

淑
石
は
'
前
日
の
二
十
三
日
に
'
上
の
四
節
で
'
「
先
生
」
の
「
死
」
を
は

じ
め
て
予
告
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

く
か
つ
悲
し
い
。

わ
た
し
た
ち
は
、

そ
れ
に
接
し
て
い
な
い
少
年
の
興
味
は
'
素
朴
で
あ
る
O

否
、
だ
か
ら
こ
そ
か
、
故
石
の
語
り
か
け
は
'
慈
し
み
深

(
注
2
)

同
じ
「
お
よ
し
な
さ
い
」
を
耳
に
し
な
が
ら
も
へ
　
そ
こ
に

あ
る
深
々
と
し
た
轍
石
の
悲
し
み
の
世
界
に
'
参
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

一
計
画
と
ね
ら
い

以
下
は
、
こ
の
三
学
期
、
二
年
A
組
で
の
『
こ
～
ろ
』
の
読
み
合
い
か
ら
の

報
告
で
あ
る
。
(
使
用
教
科
書
は
、
筑
摩
坂
「
現
代
国
語
2
」
。
)

<
授
業
計
画
∨
一
三
時
間
(
①
-
⑬
)

①
　
教
科
苔
所
収
分
の
通
読
(
前
半
範
読
、
後
半
黙
読
)
と
、
そ
こ
で
の
問

題
点
の
記
録
'
お
よ
び
、
冬
休
み
の
課
題
・
『
こ
1
ろ
』
読
後
感
想
文
(
全
編

対
象
・
提
出
済
み
)
　
の
テ
ー
マ
と
そ
れ
と
の
比
較
結
果
の
記
録
の
二
つ
を
'
残

す
。③

　
T
限
目
の
記
録
も
添
付
さ
れ
た
'
な
か
ま
の
読
後
感
想
文
を
熟
読
L
t

批
評
を
つ
づ
り
合
う
。

③
　
批
評
さ
れ
た
感
想
文
が
、
返
っ
て
-
る
。
熟
読
L
t
関
越
点
を
整
理

し
'
新
た
な
段
階
で
の
所
感
を
、
さ
ら
に
深
め
て
記
録
す
る
。

①
-
⑧
　
『
こ
1
ろ
』
下
仝
節
に
わ
た
っ
て
'
わ
た
し
の
発
問
を
入
り
口

に
、
読
み
を
深
め
つ
づ
け
る
。

⑨
～
⑫
　
先
学
の
『
こ
～
ろ
』
論
を
読
み
合
い
、
新
し
く
知
っ
た
こ
と
を
記

録
し
て
お
-
0

⑬
　
ふ
た
た
び
'
読
後
感
想
文
を
つ
づ
る
。

こ
の
計
画
に
は
、
ま
ず
、
実
感
で
き
'
筋
道
を
立
て
て
そ
れ
を
表
現
も
で
き

な
い
わ
た
し
た
ち
の
「
読
み
」
を
、
確
か
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い

姐KflRfc
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わ
た
し
た
ち
は
'
と
か
く
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
感
想
文
を
、
義
務
感
か
ら
の

み
つ
づ
っ
た
ま
ま
'
そ
の
消
極
性
・
閉
鎖
性
を
相
み
ず
に
、
ひ
と
つ
の
階
を
登

り
え
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
、
陥
り
つ
づ
け
て
き
た
o

H
　
ま
ず
、
冬
休
み
中
に
全
編
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
、
卒
直
な
所
感
を
つ
づ

る
と
と
も
に
'
時
間
を
置
い
て
そ
れ
を
み
つ
め
な
お
し
て
み
る
。
反
省
が
生

れ
へ
確
信
も
得
ら
れ
、
小
さ
な
足
場
が
築
か
れ
る
。

は
　
つ
ぎ
に
'
な
か
ま
た
ち
が
へ
ど
ん
な
所
感
を
つ
づ
っ
た
か
と
い
う
興
味

を
入
り
口
に
、
努
力
の
あ
と
を
思
い
や
り
'
心
を
込
め
て
、
そ
の
感
想
文
を
熟

読
す
る
0
驚
き
が
生
ま
れ
、
感
動
が
伝
わ
り
'
ま
た
、
反
発
や
疑
問
も
湧
き
出

て
-
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
辛
直
に
つ
づ
っ
て
、
な
か
ま
に
伝
え
導
す
。

川
　
さ
て
'
帰
っ
て
き
た
感
想
文
に
は
、
込
め
て
四
つ
の
記
録
が
と
じ
合
わ

さ
れ
て
い
る
。
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
到
達
点
が
、
自
覚
さ
れ
る
。

川
　
こ
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が
'
具
体
的
な
問
題
意
識
を
持
っ
た
う
え
で
、

作
品
の
精
読
に
入
る
。
受
け
身
で
は
な
い
読
み
の
姿
勢
が
'
世
界
を
広
げ
る
。

た
と
え
ば
へ
ま
っ
た
-
気
づ
か
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
た
重
要
な
こ
と
ば
に
ぶ

つ
か
り
'
足
場
が
ゆ
ら
ぐ
。

ま
た
、
誤
解
や
曲
解
に
思
い
あ
た
ら
せ
る
こ
と
ば
に
も
出
会
っ
て
'
補
修
を

よ
ぎ
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
、
議
論
の
焦
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
へ
と
き
に
は
、
そ
の
空
転
に

気
づ
き
、
改
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
'
目
論
を
補
強
し
た
り
、
深
め
た
り
す
る
の
に
必
須
の
項
目
が
整

理
さ
れ
、
固
め
ら
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
、
紙
の
上
で
の
確
認
や
議
論
は
、
と
き
と
し
て
'
作
品
の
異

体
的
な
表
現
を
離
れ
て
'
印
象
の
吐
露
や
「
人
間
存
在
論
」
へ
と
、
ふ
く
れ
あ

が
る
。

直
感
や
'
そ
れ
を
お
し
ひ
ろ
げ
る
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ま
ず
大
切
な
入
り

口
に
し
た
い
。
し
か
し
'
そ
こ
ど
ま
り
の
孤
立
し
た
「
読
み
」
は
'
対
話
や
討

議
を
通
し
て
の
捻
り
の
豊
か
さ
に
は
、
及
ば
な
い
.

わ
た
し
た
ち
は
、
さ
き
の
ね
ら
い
を
ふ
ま
え
た
こ
の
「
読
み
」
の
中
で
、
そ

れ
を
克
服
し
た
い
。

糊
　
つ
ぎ
に
は
へ
そ
の
う
え
で
、
先
学
の
「
読
み
」
に
教
え
導
か
れ
た
い
。

そ
こ
で
へ
わ
た
し
た
ち
の
問
題
意
識
は
'
強
固
な
も
の
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
、

そ
れ
を
表
現
す
る
力
も
、
豊
か
に
な
る
。

す
な
わ
ち
へ
本
格
的
な
『
こ
1
ろ
』
一
論
・
淑
石
論
に
、
耳
を
傾
け
る
O
そ
れ

は
、
柿
威
に
追
随
す
る
の
で
は
な
-
、
そ
の
明
解
な
思
考
の
図
式
や
論
理
へ
さ

ら
に
は
'
総
合
的
な
「
読
み
」
と
そ
の
表
現
力
と
に
学
び
へ
眼
の
鱗
の
と
れ
る

思
い
を
す
る
道
筋
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

間
　
三
月
に
わ
た
る
『
こ
1
ろ
』
の
読
み
合
い
は
'
わ
た
し
た
ち
に
、
は
た
　
5
1

し
て
'
実
感
で
き
る
だ
け
の
深
ま
り
を
覚
え
さ
せ
る
に
至
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
一

れ
を
確
認
す
る
.
そ
こ
で
は
、
軍
1
学
年
の
し
め
く
-
り
と
し
て
の
'
本
腰
を

入
れ
て
白
き
残
そ
う
と
い
う
、
n
撃
な
髄
炭
が
'
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ

IOi

一
回
目
に
-
ら
べ
て
、
手
も
と
に
は
、
自
他
さ
ま
ざ
ま
な
「
読
み
」
の
足
跡

が
あ
る
o
そ
れ
ら
を
、
ど
う
整
理
し
切
る
か
。
ひ
と
ふ
ん
ば
り
'
こ
こ
で
も
う

ひ
と
つ
、
大
き
な
鱗
が
と
れ
る
よ
ケ
で
あ
り
た
い
。

す
べ
て
の
ね
ら
い
は
'
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
。

〓
　
批
評
し
合
う

さ
て
、
新
年
の
始
業
の
日
へ
二
年
A
組
の
四
十
五
人
は
、
冬
休
み
の
課
題

に
、
こ
う
応
え
て
き
た
。

<
作
品
全
体
か
ら
う
け
る
印
象
∨
(
紹
介
略
)
　
(
注
3
)



◎
　
全
般
的
に
'
深
刻
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
晴
-
否
定
的
な
反
応
が
主
税

を
な
し
て
は
い
る
が
、
他
面
、
ひ
き
つ
け
ら
れ
'
迫
ろ
う
と
す
る
姿
勢
も
あ

る
。<

人
間
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
∨
　
(
紹
介
略
)

◎
　
「
先
生
」
の
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
　
(
注
1
0
)
を
中
心
に
'
自
ら
へ
も
ひ
き

つ
け
て
の
、
「
恐
怖
」
・
「
悲
し
み
」
・
「
や
り
き
れ
な
さ
」
・
反
発
と
、
と

こ
に
も
、
否
定
的
側
面
か
ら
の
と
ら
え
方
が
、
目
立
っ
て
い
る
。

<
「
先
生
」
に
つ
い
て
∨

○
か
わ
い
そ
う
　
○
不
満
　
○
妻
を
残
し
て
死
ぬ
の
は
エ
ゴ
　
○
人
間
の
存

在
悪
こ
そ
が
玉
突
だ
の
に
、
「
先
生
」
は
そ
れ
を
恵
と
し
た
o
 
O
「
先
生
」

の
罪
悪
感
が
わ
か
ら
な
い
　
○
死
は
不
可
解
で
馬
鹿
気
て
い
る
　
○
奥
さ
ん
に

話
す
べ
し
　
○
潔
白
ゆ
え
の
弱
さ
　
○
自
殺
は
現
実
逃
避
　
○
死
因
は
友
人
へ

の
謝
罪
と
自
信
の
否
定
・
罪
意
識
　
O
「
先
生
」
は
叔
父
と
同
じ
か
　
O
「
策

略
」
は
憩
い
と
は
思
わ
な
い
　
○
そ
の
非
社
交
的
な
生
き
方
に
1
種
の
あ
こ
が

れ
を
持
つ
　
〇
日
分
も
「
先
生
」
の
よ
う
に
信
用
で
き
る
人
が
い
な
い
　
O
「
先

生
」
は
心
が
ず
太
い
、
後
悔
し
て
も
こ
う
な
る
の
は
あ
た
り
ま
え
　
O
「
先

生
」
の
心
の
核
に
良
心
が
残
っ
て
い
て
う
れ
し
か
っ
た
　
O
「
先
生
」
は
寄
生

虫
に
う
ち
紡
ち
'
同
時
に
自
己
を
な
く
し
'
人
間
の
ま
ま
で
死
ん
だ
　
○
エ
ゴ

が
良
心
を
越
え
た
　
○
心
に
対
し
て
素
直
な
人
　
O
「
痛
み
」
は
利
己
心
プ
ラ

ス
良
心
・
誠
実
さ
　
○
人
間
性
を
追
求
し
切
っ
た
人
　
○
人
間
不
信
に
満
ち
た

生
涯
で
〓
お
援
さ
ん
を
愛
し
た
こ
と
脚
「
私
」
が
「
先
生
」
を
氾
解
し
よ
う
と

し
た
こ
と
は
'
救
い
だ
　
○
自
責
の
念
の
あ
ま
り
に
も
強
い
人
　
○
心
の
や
さ

し
い
人
　
O
「
先
生
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
罪
な
の
か
　
○
親
友
の
死
に
よ
り
エ

'
コ
に
気
づ
い
た
　
○
す
べ
て
の
人
間
を
疑
い
つ
づ
け
て
き
た
　
○
追
討
を
見
る

「
先
生
」
は
殺
人
犯
　
○
自
尊
心
と
人
間
不
信
に
よ
り
追
い
つ
め
ら
れ
た

〇
日
分
も
含
め
て
人
間
が
許
せ
な
か
っ
た
　
O
「
先
生
」
は
、
淋
し
く
'
せ
つ

マ
マ

な
い
ま
で
に
や
さ
し
い
人
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
畏
怖
　
○
人
間
の
原
罪
を
見
て

し
ま
っ
た
　
○
も
ろ
く
'
諜
泊
し
て
い
る
「
先
生
」
が
好
き
、
気
の
毒
　
○
批

石
は
死
ん
だ
「
先
生
」
を
赦
し
て
い
な
い
　
○
憎
め
な
い
　
○
弱
く
な
い
'

人
間
的
だ
　
○
長
所
が
裏
目
と
な
り
自
分
の
救
い
の
た
め
に
死
ん
だ
　
○
な

ぜ
と
話
し
合
わ
な
か
っ
た
の
か
　
O
「
死
ん
だ
つ
も
り
で
」
の
生
き
方
卑
怯

「
K
L
O
罪
な
き
死
に
納
得
い
か
な
い
　
O
 
r
K
」
の
死
と
ど
こ
が
ち
が
う
の
か

◎
　
こ
こ
で
は
'
不
満
や
反
発
の
反
面
へ
　
「
素
直
」
へ
　
「
せ
つ
な
い
ま
で
に

や
さ
し
い
」
・
「
か
わ
い
そ
う
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
側
面
の
強
調
も
目
立

つ
。
こ
こ
に
へ
と
り
わ
け
大
切
な
「
読
み
」
の
入
り
口
が
あ
る
。

<
「
K
」
に
つ
い
て
V

O
「
先
生
」
を
苦
し
め
る
た
め
に
死
ん
だ
の
で
は
な
い
　
O
「
先
生
」
か
ら

見
た
H
a
L
か
轟
か
れ
て
い
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
　
○
お
援
さ
ん
を
愛
す
る

よ
う
に
な
っ
て
人
が
変
っ
た
　
O
「
覚
悟
」
即
自
殺
　
○
死
因
は
「
先
生
」
の

と
は
ち
が
う
　
○
弱
い
人
間
か
強
い
人
間
か
　
○
な
ぜ
死
ん
だ
の
か
'
単
純
で

は
な
い
、
こ
の
小
説
の
鎚
　
○
そ
の
死
不
可
解
、
馬
鹿
気
て
い
る

◎
　
意
外
に
、
触
れ
た
例
が
少
な
い
。
し
か
し
へ
そ
の
死
因
を
対
象
に
し
た

関
心
の
中
に
は
、
鋭
-
核
心
に
迫
る
も
の
も
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
る
。
(
注
6
)

<
「
私
」
に
つ
い
て
∨
　
(
紹
介
略
)

◎
　
「
K
」
同
様
少
な
い
。
し
か
し
、
「
父
が
危
篤
の
と
き
な
ぜ
帰
京
」
・

「
『
先
生
』
は
『
私
』
の
中
に
過
去
の
自
分
を
」
な
ど
の
鋭
い
直
感
も
あ
る
。

(
注
4
)

<
「
奥
さ
ん
(
お
妨
さ
ん
)
」
に
つ
い
て
∨
　
(
紹
介
略
)

◎
　
同
様
少
な
い
o
　
「
先
生
」
非
難
と
の
関
係
で
、
わ
ず
か
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
(
注
7
)
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∧
「
明
治
」
・
「
明
治
の
精
神
」
に
つ
い
て
∨

○
明
治
天
皇
の
死
に
よ
り
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
　
○
明
治
の
精
神
の
終
り
と

死
と
は
ど
う
し
て
結
び
つ
-
の
か
　
○
明
治
と
い
う
時
代
を
拙
く
感
じ
る
　
○

何
か
に
つ
け
て
明
治
時
代
と
現
代
と
の
ち
が
い
を
感
じ
る
　
○
明
治
の
桁
神
と

は
、
日
本
の
若
さ
・
苛
春
　
○
明
治
の
精
神
と
は
何
か
、
な
ぜ
そ
れ
に
殉
死
し

た
の
か
　
○
エ
ゴ
を
明
治
の
柑
神
と
し
て
'
死
と
と
も
に
葬
ら
ん
と
し
て
い
る

○
明
治
書
生
の
純
情
と
気
ま
じ
め
に
苦
笑
　
○
明
治
天
皇
・
乃
木
大
将
と
の
関

係
不
可
解

◎
　
こ
の
難
問
題
に
つ
い
て
は
へ
お
し
な
べ
て
、
E
L
'
和
感
や
唐
突
さ
や
不
可

解
き
を
述
べ
へ
　
「
読
み
」
の
入
り
口
さ
え
も
が
難
関
で
あ
る
こ
と
を
不
す
O
わ

が
こ
と
と
し
て
も
心
引
か
れ
て
き
な
が
ら
、
こ
の
結
末
の
あ
り
よ
う
に
ぶ
つ
か

っ
て
の
こ
れ
ら
の
感
想
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
目
標
を
明
ら
か
に
し
た
と
も
い
え

る
。
(
注
9
)

＼

で
は
、
つ
ざ
に
'
こ
れ
ら
の
所
感
が
、
お
た
が
い
の
批
評
の
中
で
'
「
読

み
」
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
ど
う
変
っ
た
か
を
、
具
体
例
で
確
か
め
て
み
よ

I
S①

は
、
冬
休
み
の
課
題
・
感
想
文
の
要
点
。
①
ほ
、
読
み
な
お
し
て
の
所

感
。
◎
は
、
な
か
ま
か
ら
の
批
評
。
⑧
は
、
批
評
を
読
ん
で
、
の
,
問
題
点
の
整

理
・
確
認
o

<
例
A
V

①
　
底
知
れ
な
く
班
く
く
恐
ろ
し
い
も
の
を
見
た
.
そ
れ
は
エ
ゴ
だ
。
エ
ゴ

ゆ
え
に
「
先
生
」
は
人
間
的
だ
。
弱
く
は
な
い
。
そ
れ
が
、
父
の
危
篤
を
お
し

て
帰
京
し
た
「
私
」
に
つ
ら
な
る
。
(
注
4
)

◎
　
「
先
生
」
は
'
探
蛸
・
純
粋
ゆ
え
に
エ
ゴ
を
持
つ
。
そ
れ
に
ひ
か
れ
'

か
わ
い
そ
う
に
思
う
。
私
の
中
の
エ
ゴ
が
恐
ろ
し
い
。

◎
　
「
先
生
」
は
純
粋
で
は
あ
っ
て
も
人
間
的
で
は
な
い
.
甘
さ
が
許
せ
な

マ
マ

い
O
チ
ャ
ッ
プ
-
ン
の
「
ラ
イ
ム
ラ
イ
ト
」
。
あ
え
て
ド
ロ
沼
で
生
へ
の
執
着

を
見
せ
る
は
う
が
人
間
的
。
あ
な
た
か
ら
教
え
ら
れ
目
論
が
ゆ
ら
い
だ
。
し
か

し
、
や
は
り
。

④
　
読
み
方
の
ち
が
い
に
幣
い
た
。
「
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
「
人
間
ら

し
さ
」
と
は
ち
が
う
。
醜
い
も
の
で
あ
る
。

◎
　
「
私
」
へ
の
鋭
い
視
点
が
消
え
て
'
自
分
の
内
面
に
移
っ
て
い
る
。
批
評

は
'
切
々
と
「
人
間
」
を
説
も
本
人
は
'
驚
き
つ
つ
も
'
変
わ
ら
な
い
。

<
例
B
V

①
　
〇
人
問
の
倫
理
に
対
す
る
意
識
・
罪
の
忠
誠
が
重
視
さ
れ
て
い
る
o
人

間
は
孤
独
だ
。
O
「
先
生
」
が
「
私
」
に
し
た
わ
れ
た
の
は
'
そ
の
弱
さ
・
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
ゆ
え
だ
。

③
　
「
境
生
」
が
「
K
」
の
遣
古
を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
ば
に
'
人
間
の
弱

さ
・
エ
ゴ
を
見
た
。
私
も
世
間
体
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反

省
の
余
地
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

③
　
主
題
は
倫
理
だ
け
で
は
な
い
。
エ
ゴ
の
本
質
や
愛
の
不
可
能
性
で
あ

る
。
罪
の
意
識
だ
け
で
は
自
殺
に
至
ら
な
い
O
　
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
」
と
あ

る
。「

私
」
に
し
た
わ
れ
た
理
由
　
-
　
「
私
」
に
は
わ
か
ら
な
い
が
'
「
先
生
」

は
知
っ
て
い
た
。
「
先
生
」
と
同
じ
運
命
を
た
ど
る
恐
れ
の
あ
る
人
物
だ
か
ら

m

「
世
間
体
」
は
'
「
先
生
」
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
そ
れ
は
'
「
奥

†
r
・

さ
ん
」
に
対
し
て
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
五
十
六
章
参
照
。

④
　
考
え
さ
せ
ら
れ
'
改
め
て
読
み
返
し
た
。
し
か
し
「
明
治
の
精
神
に
殉
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死
」
は
'
や
は
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
'
「
お
嬢
さ
ん
」
だ
け
に
「
体
面
」
と

い
う
も
の
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

◎
　
<
例
A
V
　
と
同
じ
視
点
が
批
判
さ
れ
て
消
え
、
自
分
を
ふ
り
返
る
に

至
っ
て
い
る
。
批
評
は
'
「
明
治
の
精
神
」
を
指
摘
し
、
「
私
」
の
問
題
を
復

活
さ
せ
、
反
論
も
す
る
o
本
人
は
'
考
え
さ
せ
ら
れ
、
二
つ
の
疑
問
を
確
認
し

て
結
ん
で
い
る
。

<
例
c
V

①
　
○
明
治
と
い
う
時
代
を
強
-
感
じ
、
「
先
生
」
の
「
罪
悪
感
」
が
つ
か

み
き
れ
な
い
。
O
「
先
生
」
か
ら
見
た
あ
る
1
面
だ
け
。
「
K
」
は
「
先
生
」

を
苦
し
め
る
た
め
で
は
な
く
へ
別
の
意
図
で
自
殺
。
O
「
先
生
」
は
「
私
」
の

中
に
過
去
の
自
分
を
見
た
。

◎
　
O
「
先
生
」
の
死
因
が
わ
か
ら
な
い
o
 
O
「
遺
書
」
か
ら
は
「
K
」
の

死
因
は
わ
か
ら
な
い
。
　
○
醜
さ
の
中
で
悩
む
こ
と
が
'
最
も
美
し
い
o

◎
　
私
の
考
え
の
浅
か
っ
た
こ
と
が
は
ず
か
し
い
。
「
K
」
に
対
し
て
の
戯

い
を
し
た
ら
人
間
で
な
く
な
る
。
罪
慈
感
こ
そ
が
人
間
の
姿
。
そ
れ
と
「
K
」

の
死
因
と
は
、
何
ら
関
係
が
な
い
。

①
　
○
明
治
の
精
神
と
は
何
か
o
 
O
「
先
生
」
の
自
殺
は
肯
定
で
き
る
か
o

◎
　
鋭
い
視
点
を
、
ほ
ぼ
再
確
認
し
て
い
る
。
批
評
は
'
卒
直
に
耳
を
傾
け

た
う
え
で
、
解
答
を
提
供
し
て
い
る
。
本
人
は
、
つ
き
つ
め
整
理
を
し
た
う
え

で
、
さ
ら
に
問
い
か
け
て
い
る
。

∧
例
D
V

①
　
〇
人
問
と
は
何
か
。
恐
怖
。
○
妾
を
残
し
て
死
ぬ
の
も
エ
ゴ
だ
。
○
明

治
天
皇
や
明
治
の
精
神
と
「
先
生
」
の
死
と
は
'
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。
○
存

在
慈
こ
そ
が
、
人
間
の
質
実
で
あ
る
の
に
。

◎
　
○
人
間
ら
し
く
な
い
よ
う
に
努
め
る
「
先
生
」
が
'
逆
に
人
間
ら
し
く

な
る
。
そ
こ
が
恐
ろ
し
い
。
○
深
い
考
え
を
持
た
な
い
「
私
」
の
目
に
つ
い

て
、
こ
れ
か
ら
考
え
た
い
。

③
　
同
感
。
た
だ
、
ひ
と
り
で
死
ぬ
こ
と
に
で
な
く
、
妻
に
過
去
を
語
ら
ず

に
死
ん
だ
こ
と
が
、
許
せ
な
い
。
明
治
天
皇
は
'
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

④
　
「
先
生
」
が
妻
を
残
し
て
死
ぬ
こ
と
は
'
「
先
生
」
に
と
っ
て
、
ど
う

ー
い
う
意
味
な
の
か
。
明
治
の
精
神
と
は
何
か
。

◎
　
具
体
的
に
深
ま
り
、
わ
が
こ
と
へ
も
ひ
き
つ
け
て
い
る
。
批
評
は
、
同

感
L
t
微
妙
な
違
い
か
ら
1
押
し
す
る
o
本
人
は
、
疑
問
を
再
確
認
し
て
い

る
。<

例
E
V

①
　
心
に
潜
む
恐
ろ
し
い
寄
生
虫
は
、
知
ら
ぬ
ま
に
広
が
る
。
「
先
生
」

は
'
打
ち
防
つ
と
同
時
に
'
人
間
の
ま
ま
の
自
分
を
な
-
し
た
。

◎
　
「
先
生
」
の
中
の
'
こ
と
ば
で
言
い
表
わ
せ
な
い
何
か
を
'
私
は
見

た
。
そ
れ
を
寄
生
虫
と
よ
ん
だ
。
1
両
的
で
あ
る
が
'
実
感
だ
。

⑨
　
た
い
へ
ん
共
鳴
し
た
。
し
か
し
、
生
ま
れ
る
前
は
純
粋
な
白
い
心
を
持

つ
と
信
じ
た
い
。
「
先
生
」
が
死
ぬ
こ
と
で
し
か
人
間
性
を
と
り
も
ど
せ
な
か

っ
た
の
は
、
残
念
。
他
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
か
。

①
　
「
先
生
」
は
恋
の
た
め
に
、
「
K
」
を
自
殺
へ
追
い
込
ん
だ
の
か
。

◎
　
は
じ
め
の
「
実
感
」
を
'
ひ
と
た
び
は
つ
き
は
な
し
て
冷
静
に
み
つ
め

た
う
え
で
'
再
確
認
し
て
い
る
。
批
評
は
、
そ
れ
に
よ
-
耳
を
傾
け
た
う
え
で

反
論
を
す
る
が
'
き
め
手
は
出
し
え
な
い
。
本
人
は
'
具
体
的
な
伯
の
一
点
か

ら
'
迫
り
な
お
そ
う
と
す
る
。

≡
　
わ
た
し
の
発
問

こ
の
よ
う
に
し
あ
っ
た
批
評
の
記
録
を
手
も
と
に
'
わ
た
し
た
ち
は
、
1
斉
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授
業
の
形
で
'
わ
た
し
の
発
問
を
中
心
に
'
下
「
先
生
の
追
白
」
全
体
に
わ
た

っ
て
の
、
問
題
点
の
吟
味
を
始
め
る
。
こ
う
分
け
る
。
(
○
印
数
字
は
'
下
に

お
け
る
節
を
示
す
。
)

T
.
教
科
書
所
収
以
前

1
　
「
私
」
に
遺
串
を
残
す
意
味
(
①
・
①
)

2
　
父
母
の
死
と
叔
父
の
こ
と
(
◎
～
⑨
)

3
　
下
宿
、
神
経
の
静
ま
り
と
異
性
(
⑳
～
⑬
)

4
　
「
K
」
と
い
う
友
人
(
⑬
-
㊨
)

5
　
「
K
」
を
溶
か
す
工
夫
(
㊨
-
㊨
)

6
　
嫉
妬
と
房
州
旅
行
(
㊨
-
㊨
)

7
　
嫉
妬
と
愛
(
⑳
～
㊨
)

二
、
教
科
書
所
収
分
(
⑳
・
⑳
は
欠
-
0
)

1
　
「
K
」
の
告
白
と
「
覚
悟
」
　
(
⑳
～
㊨
)

2
　
「
私
」
の
告
白
(
⑬
～
⑮
)

3
　
「
私
」
の
良
心
と
「
K
」
の
死
(
㊨
-
㊨
)

三
、
教
科
笛
所
収
以
後
、
結
末
ま
で

1
　
「
死
ん
だ
気
で
」
　
(
⑲
～
⑳
)

2
　
「
殉
死
」
　
(
㊧
・
⑳
)

以
下
へ
紙
数
の
都
合
で
、
二
の
2
お
よ
び
三
の
-
・
2
に
つ
い
て
の
発
間
の

み
を
'
例
と
し
て
紹
介
す
る
。

<
「
私
」
の
良
心
と
「
K
」
の
死
∨
(
⑬
～
⑲
)

O
 
r
K
」
に
対
す
る
「
先
生
」
の
「
良
心
」
は
t
の
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
脚
な
ぜ
こ
の
段
階
で
「
復
活
」
し
た
の
か
。
ま
た
、
ひ
き
つ
づ
く
経
過

の
中
で
、
川
「
手
を
突
い
て
'
あ
や
ま
り
た
-
な
っ
た
」
と
き
の
こ
こ
ろ
を
も

説
明
し
な
さ
い
。

○
　
そ
し
て
へ
　
「
良
心
」
が
「
永
久
に
復
活
し
な
か
っ
た
」
こ
と
の
,
川
理

由
と
t
は
そ
の
後
「
い
や
に
な
」
る
ま
で
の
「
先
生
」
の
こ
こ
ろ
の
変
化
と

を
、
説
明
し
な
さ
い
。

O
 
T
K
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
不
安
」
を
持
ち
つ
づ
け
た
「
先
生
」
は
,
川

ど
う
い
う
意
味
で
「
足
を
す
べ
ら
し
た
ば
か
者
」
で
あ
り
・
「
狭
狩
な
男
」
で

あ
る
と
さ
れ
へ
は
な
ぜ
'
「
は
さ
ま
っ
て
'
ま
た
立
ち
す
く
」
ん
だ
の
か
。

〇
　
日
「
最
後
の
打
撃
」
と
い
う
「
先
生
」
の
表
現
を
①
「
先
生
」
の
こ
こ

ろ
'
㊥
「
K
」
の
こ
こ
ろ
の
二
面
か
ら
、
別
々
に
説
明
し
分
け
、
脚
「
先
生
」

の
「
胞
が
ふ
さ
が
る
よ
う
な
苦
し
さ
」
を
、
説
明
し
な
さ
い
。

〇
　
日
「
先
生
」
は
'
ど
ん
な
点
に
お
い
て
'
「
進
も
う
か
よ
そ
う
か
と
考

え
て
」
い
た
の
か
。
そ
し
て
へ
脚
「
K
」
の
自
教
を
知
っ
た
直
後
へ
ど
ん
な
反

応
を
示
し
た
の
か
o
ま
た
、
川
「
K
」
の
追
討
の
内
容
か
ら
'
あ
な
た
は
,

「
K
」
の
死
因
を
'
ど
の
よ
う
に
み
て
と
る
か
。

∧
「
死
ん
だ
気
で
」
∨
(
⑲
～
㊤
)

O
　
「
運
命
の
恐
ろ
し
さ
を
深
く
感
じ
」
へ
　
「
K
」
の
自
殺
を
「
奥
さ
ん
」

に
言
っ
た
の
ち
、
「
先
生
」
は
'
ど
ん
な
こ
こ
ろ
か
ら
'
「
済
み
ま
せ
ん
。
私

が
悪
か
っ
た
の
で
す
。
-
-
」
と
「
慨
悔
」
し
た
の
か
。

O
　
「
お
餅
さ
ん
」
や
「
奥
さ
ん
」
の
涙
を
見
て
へ
　
「
先
生
は
'
川
ど
ん

な
「
気
分
」
に
な
り
t
は
「
お
妖
さ
ん
」
に
対
し
て
は
'
ど
ん
な
思
い
を
持
つ

に
至
っ
て
い
る
の
か
。

○
　
他
人
か
ら
、
「
K
」
の
死
因
を
問
わ
れ
て
'
「
先
生
」
は
t
 
H
ど
ん
な

反
応
を
示
し
、
脚
結
婚
後
'
ど
ん
な
こ
こ
ろ
で
い
つ
づ
け
た
の
か
。

O
　
「
先
生
」
の
「
こ
と
に
よ
る
と
」
と
い
う
「
T
転
」
へ
の
希
望
は
、
川

ど
の
よ
う
に
妨
げ
ら
れ
t
は
「
思
い
切
っ
て
」
と
、
ど
う
考
え
て
み
た
も
の

の
、
川
何
ゆ
え
に
、
「
抑
え
付
け
」
ら
れ
た
の
か
。
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O
　
「
書
物
に
溺
れ
」
て
み
て
も
、
「
自
分
に
愛
想
を
尽
か
し
」
た
「
先

生
」
は
、
「
酒
に
魂
を
浸
し
て
」
も
み
た
の
ち
'
川
ど
ん
な
こ
こ
ろ
に
な
り
、

脚
「
K
」
の
「
死
因
」
を
'
ど
の
よ
う
に
み
つ
め
な
お
し
は
じ
め
た
の
か
o

O
　
「
妻
の
母
」
　
(
「
奥
さ
ん
」
)
の
死
後
、
「
先
生
」
は
、
ど
ん
な
過
程

を
経
て
、
「
死
ん
だ
気
で
生
き
て
行
こ
う
と
決
心
」
し
た
の
か
。

<
「
殉
死
」
∨
(
㊧
・
⑳
)

o
　
「
先
生
」
は
、
川
ど
こ
へ
追
い
込
め
ら
れ
て
、
「
自
殺
」
を
考
え
へ

は
「
妻
」
に
ど
ん
な
思
い
を
注
ぎ
つ
つ
へ
川
「
天
皇
が
崩
御
」
し
た
こ
と
を
機

に
、
ど
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

o
　
「
妻
」
か
ら
「
殉
死
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
き
'
「
自
殺
す
る
決
心
」

を
す
る
ま
で
に
は
'
「
先
生
」
は
、
川
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
と
言
い
'
懸
思

書
の
む
す
び
と
し
て
、
「
私
」
に
、
何
を
頼
ん
で
い
る
の
か
。

ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
の
、
右
の
よ
う
な
具
体
的
な
「
読
み
」
を
通
し
て
'

た
と
え
ば
、
右
に
紹
介
し
た
発
問
の
範
囲
で
は
'
こ
う
お
さ
え
ら
れ
た
。

T
'
「
先
生
」
の
「
良
心
」
の
相
対
的
で
し
か
な
い
あ
り
方
を
通
し
て
、
人

間
的
な
敗
北
感
や
罪
障
感
が
、
ど
の
よ
う
な
普
遍
的
型
を
示
す
の
か
が
、
明
ら

か
に
な
り
、
淋
石
の
避
け
て
通
ら
な
か
っ
た
「
こ
J
ろ
」
の
事
実
を
'
推
し
去

る
こ
と
が
で
き
た
。

二
、
ま
た
へ
　
「
立
ち
す
く
」
む
「
先
生
」
を
、
「
K
」
と
の
そ
も
そ
も
の
か

か
わ
り
か
ら
ふ
り
返
り
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
先
生
」
と
「
K
」
と
の

類
似
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
相
違
点
に
気
づ
き
は
じ
め
'
「
K
」
の
遺
書
を
、
紹

介
し
て
い
る
「
先
生
」
と
い
う
眼
鏡
を
は
ず
し
て
読
み
直
し
て
み
る
.
 
U
と
が
、

そ
れ
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
、
さ
ら
に
'
特
に
、
「
K
」
の
死
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
'
「
先
生
」

が
、
ど
の
段
階
で
、
い
つ
、
死
を
考
え
は
じ
め
、
い
つ
、
そ
う
決
意
し
た
の
か

を
,
厳
密
に
お
さ
え
る
こ
と
が
、
「
明
治
の
精
神
」
に
「
殉
」
じ
た
こ
と
の
意

味
を
考
え
な
お
す
道
と
な
っ
た
。

四
、
加
え
て
'
「
奥
さ
ん
」
に
対
す
る
配
慮
を
通
し
て
、
「
私
」
と
「
奥
さ

ん
」
と
の
'
「
先
生
」
に
と
っ
て
の
違
い
に
も
'
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
づ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
先
学
の
討
論
記
録
(
注
5
)
に
導
か
れ
て
、

っ
ぎ
の
よ
・
.
つ
な
諸
点
に
つ
い
て
、
二
時
間
に
わ
た
っ
て
吟
味
し
合
い
へ
竪
琴

記
録
し
た
。

一
、
「
先
生
の
遺
召
」
と
い
う
た
て
ま
え
の
大
き
な
わ
く
の
中
で
、
し
か

ち
,
当
の
「
先
生
」
が
、
「
簡
単
で
、
し
か
も
直
線
的
」
な
槻
寮
に
基
く
と
反

省
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
解
釈
に
な
る
「
K
」
の
死
因
の
説
明
は
'
み
つ

め
な
お
す
べ
き
で
あ
る
。
(
注
6
)

二
、
「
K
」
が
、
遺
雷
で
、
「
お
班
さ
ん
」
の
こ
と
を
'
回
避
し
た
と
み
る

場
合
と
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
場
合
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
追
い
が
出
る
の

・R-

三
'
で
は
、
こ
う
考
え
て
き
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
K
」
の
死
と
「
先
生
」
の

死
と
は
、
ど
こ
に
接
点
を
持
ち
、
同
時
に
、
ど
の
よ
う
に
無
関
係
で
あ
る
の

m
四
、
右
の
点
を
、
さ
ら
に
、
先
学
の
言
う
、
「
先
生
」
が
「
K
」
の
死
に
対

し
て
持
つ
病
み
の
「
二
兎
構
造
」
へ
お
よ
び
'
「
K
」
自
身
が
内
包
し
て
い
た
'

や
は
り
「
二
重
構
造
」
・
「
二
重
性
」
な
る
図
式
に
合
わ
せ
て
へ
整
理
し
な
お

し
て
み
る
。

五
、
そ
の
う
え
で
'
も
う
一
押
し
、
「
明
治
の
精
神
」
も
'
ま
た
、
「
自
由

と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
」
　
(
上
の
十
四
)
と
'
道
義
性
・
伶
理
性
の

二
重
構
造
を
持
つ
と
い
う
説
明
の
意
味
を
考
え
て
み
る
O
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六
、
最
後
に
'
淋
石
自
身
の
病
み
・
負
い
目
が
、
郷
愁
を
懐
き
つ
つ
も
、
無

理
心
中
を
も
さ
せ
る
に
至
っ
た
う
え
で
の
'
鎮
魂
歌
で
あ
る
と
い
う
説
明
の
i
i

味
を
も
'
考
え
て
み
る
。

以
上
が
'
わ
た
し
の
発
間
を
入
り
口
に
し
て
の
t
 
T
斉
授
業
の
経
過
で
あ

る
。
作
品
の
表
現
に
'
厳
し
く
立
ち
も
ど
る
こ
と
、
同
時
に
「
読
み
」
の
結
果

を
図
式
的
に
表
現
し
合
う
こ
と
を
、
中
で
め
ざ
し
た
。

四
　
「
読
み
」
は
深
ま
っ
た
か

こ
こ
ま
で
き
て
'
わ
た
し
た
ち
は
、
も
う
い
ち
ど
'
『
こ
1
ろ
』
に
つ
い
て

の
所
感
を
'
ま
と
め
合
っ
て
み
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

<
作
品
全
体
か
ら
う
け
る
印
象
∨
(
紹
介
轄
)

◎
　
否
定
的
な
例
は
ほ
と
ん
ど
な
-
な
り
、
読
み
の
反
省
・
感
動
の
重
さ
・

自
己
へ
の
内
面
化
が
'
著
し
く
み
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

<
人
間
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
∨
(
紹
介
略
)

◎
　
「
恐
怖
」
や
「
悲
し
み
」
は
斑
を
ひ
そ
め
、
「
粥
し
い
」
へ
の
注
目
が

増
え
へ
　
「
精
一
杯
」
生
き
る
.
r
t
き
こ
と
や
'
「
開
拓
」
の
必
要
が
主
張
さ
れ

る
。<

「
先
生
」
に
つ
い
て
∨

○
死
は
や
は
り
逃
迎
　
○
死
因
は
「
K
」
と
同
じ
「
粥
し
さ
」
・
孤
独
　
O

r
K
」
へ
の
式
任
か
ら
で
な
-
自
己
へ
の
つ
ぐ
な
い
　
O
「
附
し
さ
」
に
た
え

き
れ
ず
自
己
を
的
錯
　
○
妻
に
附
し
さ
を
感
じ
て
　
○
し
か
た
の
な
い
死
因
が

わ
か
っ
た
　
O
「
覚
悟
」
に
そ
も
そ
も
の
-
い
ち
が
い
　
O
 
r
K
」
の
死
因
を

失
恋
と
口
心
い
つ
づ
け
た
　
O
 
T
K
」
と
の
考
え
の
レ
ベ
ル
の
ち
が
い
の
悲
し
さ

の
因
　
O
 
T
K
」
に
自
分
の
理
魁
を
見
た
　
O
 
T
K
」
に
殉
死
し
た
　
○
死
因

は
川
「
附
し
さ
」
　
(
「
K
」
ほ
ど
で
は
な
い
)
は
「
K
」
へ
の
殉
死
糾
「
明
治

へ
の
精
神
」
を
愛
し
て
　
O
 
r
K
」
を
死
に
追
い
や
っ
た
か
ら
と
の
誤
解
か
ら

O
「
奥
さ
ん
」
を
愛
し
て
い
た
か
ど
う
か
　
O
「
先
生
」
の
判
断
は
そ
の
ま

ま
受
け
と
れ
な
い
　
○
誤
解
が
す
べ
て
だ
　
O
 
r
K
」
に
殉
死
し
た
と
も
い
え

る
　
〇
二
重
梢
造
の
中
で
「
倫
理
的
に
育
て
ら
れ
た
男
」
・
「
矛
盾
し
た
人

間
」
　
○
苦
し
み
を
甘
受
す
べ
き
時
代
の
人
　
○
信
愛
す
る
妻
に
理
解
さ
れ
な

い
附
し
さ
か
ら
　
○
公
的
に
は
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
、
私
的
に
は
「
K
」

と
同
じ
「
淋
し
さ
」
か
ら
　
O
 
r
K
」
　
へ
の
精
神
的
殉
死
　
○
罪
悪
感
が
死
因

で
は
な
い
　
O
「
翻
し
さ
」
と
そ
の
責
任
を
白
光
し
て
　
O
 
r
K
」
と
と
も
に

明
治
を
裏
に
生
き
た
、
落
後
宕
で
は
な
い
　
○
私
た
ち
も
牧
狩
で
足
を
す
べ
ら

せ
た
者
ゆ
え
共
感
を
お
ぼ
え
る
　
O
「
明
治
の
粕
神
」
に
、
「
K
」
に
殉
死

○
死
ん
で
も
「
先
生
」
の
本
質
は
永
遠
不
変
　
〇
日
分
の
悲
し
み
・
「
K
」
の

悲
し
み
・
「
奥
さ
ん
」
の
悲
し
み
を
ひ
っ
か
ぶ
っ
て
'
明
治
と
と
も
に
葬
ろ
う

T
・
で

と
し
た
　
O
「
先
生
」
は
よ
り
責
の
人
間
的
崇
高
さ
を
望
ん
だ
　
O
r
K
」
の

死
因
を
失
恋
と
誤
解
し
た
　
O
 
r
K
」
を
正
し
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
　
O

r
K
」
の
遺
書
を
読
み
ち
が
え
て
い
た
　
O
r
K
」
の
存
在
か
ら
生
き
る
こ
と

を
学
ん
だ

◎
　
否
定
的
な
側
面
を
も
残
し
っ
つ
も
、
そ
の
死
因
を
考
え
深
め
る
こ
と
に

ょ
っ
て
、
さ
き
の
「
か
わ
い
そ
う
」
・
「
素
直
」
な
ど
は
影
を
ひ
そ
め
、
「
K
」

や
「
明
治
の
精
神
」
の
内
包
す
る
二
苅
桔
迄
に
触
れ
て
の
'
分
析
的
な
把
握

が
、
単
見
て
い
る
。
し
か
し
'
1
方
で
は
、
そ
の
先
解
さ
ゆ
え
に
へ
概
念
的
な

説
明
を
つ
き
抜
け
切
れ
ず
'
口
う
つ
し
の
表
現
に
終
っ
て
い
る
例
も
あ
っ
て
'

惜
し
ま
れ
、
反
省
も
さ
れ
る
。

<
「
K
」
に
つ
い
て
V

G
信
愛
し
て
-
れ
て
い
た
自
分
を
だ
し
ぬ
く
ま
で
に
「
先
生
」
を
し
た
罪
を

考
え
へ
孤
独
・
「
淋
し
さ
」
に
死
ん
だ
　
○
変
と
道
と
の
矛
盾
で
な
く
、
道
に
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お
け
る
「
意
志
持
弱
」
の
た
め
　
O
「
先
生
」
に
「
淋
し
さ
」
を
　
O
r
K
」

中
心
の
小
説
だ
　
O
「
お
放
さ
ん
」
に
会
う
前
か
ら
死
の
決
意
　
O
「
先
生
」

の
苦
痛
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
　
O
「
K
」
の
「
淋
し
さ
」
は
川
自
分
が
「
先

生
」
を
追
い
や
っ
た
脚
精
進
の
道
を
は
ず
れ
て
行
く
川
「
先
生
」
さ
え
も
理
解
し

て
-
れ
な
い
(
注
6
)
　
O
T
K
」
の
冷
静
さ
は
'
精
進
の
あ
と
を
ふ
り
返
っ

た
と
き
、
時
代
の
中
で
生
き
り
れ
ぬ
実
感
か
ら
　
○
死
因
の
「
淋
し
さ
」
は
強

固
な
意
志
と
孤
独
　
○
柑
進
に
悩
む
人
に
失
恋
は
重
く
な
い
　
○
高
い
レ
ベ
ル

の
道
・
精
進
か
ら
「
覚
悟
」
を
き
め
た
　
O
T
K
」
は
完
成
さ
れ
た
人
・
そ
れ

を
目
指
す
人
　
O
 
r
K
」
は
「
先
生
」
の
心
の
中
に
生
き
た
　
○
作
中
、
「
先

生
」
を
殺
す
た
め
の
輯
牲
　
O
r
K
」
も
明
治
の
精
神
に
殉
死
　
○
人
間
的
に

は
「
先
生
」
よ
り
上

◎
　
と
り
あ
げ
た
例
が
、
激
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
'
特
に
'
そ
の
死
因
を

み
つ
め
て
、
そ
の
生
き
方
そ
の
も
の
や
「
先
生
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

「
読
み
」
を
ず
い
ぶ
ん
と
深
め
て
い
る
。
随
所
に
、
高
次
の
鋭
い
前
感
が
、
新

し
く
生
ま
れ
も
し
て
い
る
。

<
「
私
」
・
「
奥
さ
ん
」
に
つ
い
て
∨
(
紹
介
略
)

◎
　
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
取
り
扱
い
の
あ
り
方
の
せ
い
で
、
ほ
と
ん
ど

触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
こ
と
が
、
反
省
さ
れ
る
。
(
注
T
f
・
t
-
)

<
「
明
治
「
・
「
明
治
の
精
神
」
に
つ
い
て
V
,

o
「
明
治
の
精
神
」
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
　
O
 
r
K
」
と
「
先
生
」
は
明

治
の
象
徴
　
○
明
治
の
二
重
梢
迄
を
知
っ
た
　
O
「
明
治
の
精
神
」
・
「
殉

死
」
わ
か
ら
な
い
。
天
皇
観
の
ち
が
い
か
　
O
「
明
治
の
精
神
」
に
社
会
性
が

あ
る
　
○
明
治
の
精
神
に
よ
っ
て
皆
が
「
淋
し
さ
」
を
　
○
明
治
の
精
神
-
若

さ
と
誤
解
　
○
明
治
は
矛
盾
し
た
革
命
の
上
に
生
ま
れ
た
　
O
「
死
に
遅
れ
意

識
」
が
明
治
と
の
心
中
を
さ
せ
た
　
○
乃
木
大
将
の
死
が
自
殺
に
な
ぜ
直
結
す

る
の
か
　
O
「
明
治
の
精
神
」
=
「
自
由
・
独
立
・
己
」
と
「
道
義
性
・
倫
斑

性
」
の
二
詑
性
　
○
だ
し
ぬ
く
こ
と
も
「
明
治
の
精
神
」
　
O
T
K
」
は
「
明

治
の
精
神
」
の
象
徴
　
O
「
明
治
の
柑
神
」
へ
の
殉
死
は
辿
-
M
糊
の
宿
命
　
○

明
治
の
精
神
は
「
翻
し
さ
」
に
通
じ
る
　
O
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
」
し
な
く
て

も
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
や
責
の
言
葉
と
　
○
明
治
に
対
す
る
レ
ク
イ
エ
ム
、

よ
く
わ
か
っ
た
　
○
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
注
目
し
す
ぎ
、
「
明
治
の
精
神
」
を
見
落

し
て
い
た
。
(
注
1
0
)
　
「
K
」
の
「
覚
悟
」
も
そ
こ
に
　
○
新
旧
に
は
さ
ま
れ

矛
盾
に
泣
い
た
明
治
の
悲
哀
　
O
「
明
治
の
精
神
」
を
ふ
み
つ
ぶ
し
て
も
何
も

消
え
な
い
　
O
「
先
生
」
の
死
と
の
か
か
わ
り
大
事
　
○
新
旧
す
さ
ま
じ
い
時

代
の
葛
藤
　
○
こ
の
苦
悩
が
今
の
世
に
花
を
咲
か
せ
た
　
O
「
明
治
の
精
神
」

へ
の
殉
死
、
な
ん
と
な
く
了
解

◎
　
第
1
次
の
感
想
の
と
同
質
の
只
和
感
を
残
し
な
が
ら
も
'
『
こ
ゝ
ろ
』
　
　
L

に
お
け
る
右
の
丑
要
望
思
味
の
確
認
と
、
そ
の
図
式
的
な
別
解
と
は
'
お
お
む
　
5

ね
な
さ
れ
る
に
至
り
,
こ
れ
か
ら
の
轍
石
学
i
=
の
た
め
の
碓
か
な
足
場
を
得
た
　
I

と
い
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
滑
石
そ
の
人
に
つ
い
て
の
所
感
が
放
増
し
て
い
る
こ
と
に

も
'
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
も
、
一
部
反
発
を
残
し
な
が
ら
も
へ
痛
み
・
苦
悩

に
理
解
を
示
し
へ
中
に
は
、
激
石
が
予
覚
し
て
い
た
・
「
何
か
に
変
る
1
歩
」
を

垣
間
見
て
'
そ
れ
を
「
新
し
い
退
」
と
す
る
卓
見
を
示
す
に
至
っ
て
さ
え
い

る
。

『
こ
1
ろ
』
は
'
「
自
殺
」
に
と
い
う
素
朴
な
関
心
の
み
に
即
し
て
み
て

も
,
そ
れ
だ
け
で
ひ
き
つ
け
る
大
き
な
力
を
持
つ
。
し
か
し
'
読
む
ほ
ど
に
、

「
不
透
明
」
な
部
分
が
拡
大
し
て
も
行
-
作
品
で
あ
る
0
し
た
が
っ
て
.
,
わ
た

し
た
ち
に
と
っ
て
は
'
あ
の
、
「
お
よ
し
な
さ
い
」
が
し
き
り
と
耳
に
残
る



L
t
片
や
へ
先
学
の
'
「
『
こ
1
ろ
』
の
先
生
の
死
因
は
、
作
品
そ
の
も
の
か

ら
は
理
解
不
能
」
　
(
注
8
)
と
さ
え
き
め
つ
け
る
論
に
接
す
る
と
、
は
た
と
つ

ま
る
。し

か
し
な
が
ら
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
、
た
と
え
ば
、

「
先
生
」
の
死
因
か
、
於
罪
蓋
軸
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
読
み
え
た

し
へ
　
(
注
1
 
0
)
　
「
K
」
の
「
覚
悟
」
や
死
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
幾
重
も
の
目

の
餌
を
萌
す
思
い
を
'
お
た
が
い
の
批
評
や
討
論
や
先
学
の
教
え
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
自
ら
の
「
読
み
」
の
実
感
に
よ
っ
て
味
わ
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
「
私
」
・
「
奥
さ
ん
」
・
「
父
」
・
「
西
洋
人
」
が
、
新
し
い
餅

の
向
う
に
'
ま
た
し
て
も
あ
る
。
新
た
な
「
読
み
」
を
と
思
う
ば
か
り
で
あ

E
S

お
わ
け
に

そ
れ
か
ら
三
月
、
四
十
五
人
の
う
ち
の
五
人
は
、
三
学
年
で
'
選
択
「
現
代

国
語
」
・
「
近
代
小
説
論
」
　
(
自
主
教
材
)
で
の
「
猷
石
」
に
再
会
し
た
。
明

治
四
十
7
年
夏
発
表
の
『
夢
十
夜
』
の
そ
れ
で
あ
る
0

0
　
滑
石
は
、
過
去
の
自
分
に
対
す
る
負
い
目
と
陣
時
に
'
明
治
と
い
う
時

代
に
対
す
る
負
い
目
に
追
わ
れ
'
未
来
の
析
闇
に
進
ん
だ
。
第
七
夜
で
死
に
向

か
っ
て
み
た
が
'
命
が
お
し
く
な
り
へ
後
悔
し
た
淑
石
は
'
私
た
ち
同
様
の
俗

人
で
あ
り
、
そ
れ
が
被
の
本
質
だ
0

0
　
第
七
夜
で
滑
石
は
'
ど
ん
な
空
虚
で
ち
っ
ぽ
け
な
明
治
や
自
分
で
も
,

l

・

†

意
識
の
中
で
は
大
切
に
し
て
い
て
'
そ
の
無
根
拠
性
に
苦
し
ん
だ
。
私
は
,
今

ま
で
彼
の
内
所
を
さ
ぐ
ら
な
か
っ
た
O
私
も
以
石
の
み
つ
め
方
に
ふ
れ
た
今
,

自
分
自
身
の
み
つ
め
方
を
も
う
T
皮
反
省
し
た
い
。

二
人
の
「
淑
石
そ
の
後
」
と
言
お
う
か
。
新
た
な
「
読
み
」
は
、
す
で
に
始

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

.
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二
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リ
十
　
　
　
　
　
.
i
二
,
1
'
-
-
-
_
7
_
 
-
.
-

大
国
村
(
現
加
古
川
市
)
松
尾
究
丁
宛
。

2
　
越
智
治
雄
氏
「
夏
目
減
石
『
こ
ゝ
ろ
』
四
」
　
(
学
燈
社
「
国
文
学
」

四
十
四
年
六
月
号
)
に
、
明
快
な
分
析
が
あ
る
。

3
　
故
、
都
留
憲
一
氏
「
読
書
調
査
に
み
る
淑
石
作
品
」
　
(
「
国
語
教
育

研
究
」
竺
l
十
二
号
)
に
他
校
か
ら
の
紹
介
が
あ
る
.

4
　
「
私
」
に
つ
い
て
は
へ
地
智
治
雄
氏
の
'
注
2
同
H
(
同
四
十
三
年

四
月
号
)
や
'
相
原
和
邦
氏
「
畝
石
文
学
に
お
け
る
　
『
実
質
の
論

聖
」
　
(
「
同
語
と
国
文
学
」
E
十
七
年
四
月
号
)
が
'
そ
れ
ぞ
れ
詳

述
し
て
い
る
。

5
　
〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕
日
本
文
学
1
1
「
夏
目
は
石
」
　
(
学
生
社
)
　
1
四

三
蝣
-
サ
　
　
p
-
礼

6
　
「
K
」
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
越
智
治
雄
氏
の
一
連
の
論
の
ほ
か
、

平
間
敏
夫
氏
「
『
こ
ゝ
ろ
』
の
歎
石
」
　
(
「
文
学
」
1
9
7
4
.
5
)
が
,
詳

述
し
て
い
る
。
ま
た
、
相
原
和
邦
氏
「
『
こ
ゝ
ろ
』
　
の
人
物
像
」

(
「
日
本
文
学
」
1
9
7
2
.
5
)
は
、
「
仕
切
の
摂
」
の
詣
味
か
ら
、
鋭
く

分
析
し
て
い
る
。

7
　
「
奥
さ
ん
」
　
(
静
)
に
つ
い
て
も
、
越
智
治
雄
氏
の
、
注
2
に
同
じ

や
'
注
6
の
相
原
和
邦
氏
が
'
詳
述
し
て
い
る
。

8
　
柄
谷
行
人
民
『
畏
怖
す
る
人
間
』
　
(
冬
樹
社
)

9
　
「
明
治
の
精
神
」
に
つ
い
て
も
、
右
指
の
越
智
・
平
岡
・
相
原
論
文

が
'
詳
述
し
て
い
る
。

1
0
　
故
都
留
態
一
氏
「
小
説
教
材
・
感
想
文
に
み
る
搬
石
作
品
」
　
(
「
国

59



語
教
育
研
究
」
第
二
十
三
号
)
に
、
他
の
高
校
生
の
　
『
こ
ゝ
ろ
』
感

が
、
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
越
智
論
文
注
2
同
日
(
同
四

十
三
年
七
月
号
)
の
、
「
『
心
』
即
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
論
批
判
は
、
『
こ

～
ろ
』
教
材
化
の
目
標
を
再
考
さ
せ
る
。

(
付
記
)

本
稿
は
、
t
九
七
七
年
八
月
二
日
の
、
広
島
大
学
教
育
部
国
語
教
育
学

会
で
の
発
表
に
'
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
励
ま
し
-
だ
さ
っ
た
清
水
文

雄
・
野
地
潤
家
両
先
生
、
ま
た
'
終
始
専
門
的
な
立
場
か
ら
資
料
や
卓
見
を

賜
っ
た
畏
友
相
原
和
郎
・
時
子
夫
妻
に
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た

い
。
(
1
九
七
七
・
二
・
二
八
記
)
　
(
大
阪
府
立
豊
中
高
校
教
諭
)




