
文
学
教
_
膏
　
の
　
基
本

国
語
教
育
の
な
か
に
お
い
て
、
文
学
は
、
本
来
的
に
'
ど
の
よ
う
な
位
位
を

占
吟
る
べ
き
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
へ
文
学
教
育
は
'
国
語
教
育
の
な
か

で
'
は
た
し
て
特
立
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
こ
う
い
う
問
題

は
'
す
べ
て
自
明
で
な
い
。
問
い
つ
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
-
'
問
わ
れ
て
も

異
論
が
多
い
。
私
は
'
こ
こ
で
へ
　
こ
れ
ら
の
原
理
的
諸
問
題
に
つ
い
て
、
端
的

に
'
∴
私
の
争
え
を
示
し
た
い
。
す
で
に
、
自
明
で
な
い
と
言
っ
た
。
す
べ
て

は
、
私
個
人
の
責
任
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
。

二

最
初
に
、
直
語
教
育
の
な
か
に
お
け
る
文
学
の
位
匿
に
つ
い
て
。

~
考
察
の
前
提
と
し
て
'
ま
ず
'
こ
こ
で
文
学
そ
の
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
に

つ
い
で
、
、
あ
き
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J
私
は
、
国
語
教
育
の
な
か
の
文
学
を
'
広
義
の
文
学
と
、
狭
義
の
文
学
と
の

二
つ
に
分
け
て
考
え
た
い
。
狭
義
の
文
学
と
は
'
詩
・
小
説
・
戯
曲
な
ど
の
言

語
芸
術
へ
　
つ
ま
り
へ
　
い
ま
普
通
に
言
う
文
学
を
さ
す
。
広
義
の
文
学
と
は
'
そ

れ
に
'
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
評
論
・
随
筆
の
類
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

ヽ

　

ヽ

・
i
)
の
広
義
の
文
学
は
、
東
洋
に
お
け
る
古
来
の
文
学
概
念
に
は
ば
近
い
も
の

磯
　
　
貝
　
　
英
　
　
夫

と
な
る
。
そ
れ
を
一
口
で
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
簡
明
に
、
人
間
を
追
求
す
る

文
章
表
現
の
い
っ
さ
い
へ
と
言
っ
て
み
た
い
。
こ
の
「
文
章
表
現
」
は
、
対
象

を
そ
の
ま
ま
に
現
前
化
さ
せ
る
芸
術
的
表
現
と
'
そ
れ
を
知
的
に
対
象
化
す
る

概
念
的
表
現
と
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
が
'
こ
の
二
方
向
の
表
現
質
を
あ
え
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

弁
別
せ
ず
へ
人
間
の
表
現
と
い
う
こ
と
で
1
つ
に
く
る
め
て
'
そ
れ
に
'
広
義

ヽ

　

ヽ

に
、
文
学
と
い
う
名
を
与
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
の
出
発
点
で
あ

る
。
そ
し
て
へ
そ
の
う
え
で
へ
　
こ
の
広
義
の
文
学
の
'
文
学
教
育
の
な
か
の
位

置
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

国
語
教
育
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
こ
と
ば
の
教
育
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
何
の
異
存
も
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
'
こ
と
ば
の
教
育
と
い
う
こ
と

は
、
た
と
え
ば
歴
史
の
教
育
と
い
っ
た
よ
う
な
'
1
義
的
な
'
簡
明
な
か
た
ち

で
は
成
立
し
な
い
。

そ
れ
は
へ
　
こ
と
は
が
へ
　
そ
れ
自
体
、
ひ
と
つ
の
体
系
を
持
っ
た
知
的
餌
略
対

象
で
あ
る
と
同
時
に
'
そ
れ
の
指
示
す
る
言
語
外
対
象
に
さ
さ
え
ら
れ
て
は
じ

め
て
実
質
化
す
る
と
い
う
'
二
重
の
性
格
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。た

と
え
ば
'
「
-
じ
ら
は
魚
で
あ
る
O
」
と
い
う
言
語
表
現
が
あ
る
と
す
る
。

こ
の
文
は
'
純
粋
な
言
語
次
元
の
う
え
で
は
、
い
さ
さ
か
も
ま
ち
が
っ
て
い
な

い
.
・
し
か
し
へ
　
こ
の
文
の
指
示
す
る
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
'
あ
き



ら
か
に
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
は
、
文
と
し
て
成
立
し
て
も
、

事
実
に
さ
さ
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
ょ
っ
て
、
些
呂
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ば
あ
い
へ
　
こ
と
ば
を
教
え
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
す
る
こ
と
な

の
か
。
文
の
構
造
と
、
表
現
面
の
意
味
連
関
と
さ
え
あ
き
ら
か
に
す
れ
ば
そ
れ

で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
内
容
の
当
否
は
国
語
教
育
の
問
う
と
こ
ろ
で

な
い
と
す
る
の
は
、
1
つ
の
立
切
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
の
徹
底
し
た

実
践
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
'
そ
れ
を
等
重
す
る
の
に
け
っ
し
て
や
ぶ

さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
'
現
実
に
は
'
そ
う
い
う
実
践
は
存
在
し
な
い
と
言

っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
程
度
論
的
な
主
張
や
実
践
に
は
こ
と
欠
く
こ
と
は
な

い
が
、
赦
密
な
意
識
的
貫
徹
に
は
、
ま
だ
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
私
は
自
然
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
指
摘
し

た
よ
う
に
'
言
語
表
現
は
、
そ
の
指
示
す
る
言
語
外
世
界
へ
、
も
し
く
は
へ
　
こ

と
ば
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
未
分
化
一
体
の
世
界
へ
'
読
者
を
送
り
と
ど
け

る
。
そ
こ
へ
送
り
こ
み
な
が
ら
、
そ
の
世
界
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
え
る
こ

と
を
禁
止
す
る
の
は
、
い
か
に
も
、
不
自
然
な
姿
勢
で
あ
る
。
読
む
と
は
、
こ

と
ば
が
指
示
し
'
あ
る
い
は
象
徴
す
る
世
界
へ
い
た
り
つ
い
て
、
そ
れ
を
了
解

し
た
り
'
批
判
し
た
り
す
る
へ
精
神
の
全
体
的
は
た
ら
き
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
、
純
粋
言
語
次
元
に
の
み
ひ
き
と
ど
め
る
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
'

そ
れ
は
'
特
殊
専
門
的
な
言
語
間
心
に
は
か
な
ら
な
い
が
、
国
語
教
育
を
そ
う

い
う
関
心
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
む
り
で
あ
る
。
内
容
を
不
自
然

に
追
放
す
る
の
で
な
く
読
み
の
自
然
過
程
を
'
の
び
の
び
と
全
体
的
に
発
供

さ
せ
る
指
導
こ
そ
が
最
も
望
ま
し
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
'
こ
と
ば
は
森
擢
万
象
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
お
り
'
そ
の
あ
ら
ゆ
る
局

面
に
お
い
て
'
こ
と
ば
と
内
容
の
両
面
に
わ
た
っ
て
'
ゆ
き
と
ど
い
た
検
討
を

加
え
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
両
方
に
渡
ろ
う
と
す
れ

ば
、
内
容
的
選
択
が
不
可
避
で
あ
り
'
実
際
に
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
き

て
い
る
。
人
は
'
国
語
教
材
と
し
て
、
伝
統
的
に
'
ほ
と
ん
ど
、
特
殊
専
門
論

文
を
と
り
あ
げ
ず
、
実
用
文
を
と
り
あ
げ
ず
、
日
常
雑
文
を
と
り
あ
げ
な
い
。

そ
し
て
へ
そ
れ
は
'
ほ
と
ん
ど
へ
さ
き
に
私
の
定
義
し
た
広
兼
の
文
学
に
集
中

し
て
い
る
。
国
語
教
育
を
純
粋
に
こ
と
ば
本
位
に
考
え
れ
ば
'
こ
れ
は
あ
き
ら

か
に
か
た
よ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
へ
そ
の
こ
と
を
基
本
的
に
容
認
し
'

そ
し
て
、
そ
れ
に
理
論
を
あ
た
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
国
語
教
育
は
'
形
を
主
と
し
て
は
言
語
教
育
、
内
容
を
主

と
し
て
は
文
学
教
育
と
'
明
確
に
規
定
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う
の
が
、
私

の
考
え
で
あ
る
。
す
で
に
へ
　
私
は
'
広
義
の
文
学
を
人
間
の
表
現
と
規
定
し

た
。
そ
こ
で
'
言
い
か
え
れ
ば
'
国
語
教
育
は
、
そ
の
半
面
の
内
容
的
目
標

を
'
人
間
に
つ
い
て
の
感
性
と
認
識
の
深
化
に
見
定
め
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

狭
義
の
文
学
つ
ま
り
言
語
芸
術
の
い
わ
ゆ
る
鑑
賞
や
'
あ
る
い
は
へ
そ
の
知

識
の
教
育
を
、
国
語
教
育
の
な
か
で
過
大
視
す
る
傾
向
に
は
、
私
は
賛
成
し
な

い
。
そ
れ
を
何
び
と
に
も
必
須
の
も
の
と
は
け
っ
し
て
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
に
つ
い
て
の
省
察
を
探
め
る
こ
と
は
、
人
が
人
と
し
て
存
在
す

る
以
上
へ
何
び
と
に
と
っ
て
も
蛮
要
な
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
'
あ
ら
ゆ
る
教
菜

の
板
幹
と
l
亨
見
る
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
そ
れ
を
直
接
に
あ
つ

か
う
教
科
は
、
ほ
か
に
存
在
し
な
い
。
倫
理
や
社
会
が
そ
れ
に
か
か
わ
る
が
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

側
面
的
な
か
か
わ
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
国
語
科
は
、
言
語
教
科
で
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
と
同
時
に
人
間
教
科
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
確
立
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
多
く
の
人
は
'
こ
う
い
う
こ
と
ば
の
大
仰
さ
に
た
め

ら
い
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
'
そ
れ
を
健
康
な
感
覚
だ
と
私
も
思
う
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
'
こ
れ
は
へ
従
来
無
意
識
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
意
識
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
人
間
に
つ
い
て
の
知
識
を

上
か
ら
体
系
的
に
教
授
す
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
し
持
つ
な
ら
ば
'
そ
れ

こ
そ
、
た
め
ら
う
の
が
当
然
で
あ
る
が
'
こ
う
い
う
問
題
を
教
条
的
に
あ
つ
か

う
こ
と
は
最
も
危
険
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
意
識
し
て
避
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
物
に
ふ
れ
、
時
に
応
じ
て
'
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
か
た

や
、
内
面
に
感
応
L
t
考
え
る
こ
と
以
外
に
、
ど
ん
な
道
も
な
い
の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
す
で
に
、
国
語
教
師
が
'
大
な
り
小
な

り
、
教
材
を
機
縁
と
し
て
や
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
'
そ
の
と

き
必
要
な
の
は
'
か
ざ
ら
な
い
は
だ
か
の
心
と
'
ま
じ
め
で
柔
軟
な
追
求
力
と

で
あ
っ
て
、
固
定
信
条
や
特
殊
知
識
な
ど
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
あ
い
に
お
い
て
'
私
は
、
国
語
教
育
が
、
内
容
的
に
人
間
認

識
教
育
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
を
挺
唱
し
た
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
へ
そ
の
人

間
認
識
こ
そ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
文
学
教
育
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

三

こ
こ
で
、
話
を
狭
義
の
文
学
へ
う
つ
し
た
い
。
以
後
、
た
だ
文
学
と
言
え

ば
'
す
べ
て
、
普
通
に
言
う
狭
義
の
文
学
の
こ
と
と
解
さ
れ
た
い
。

文
学
表
現
の
基
本
特
色
を
'
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
な
く
へ
　
1
日
で
言
う
と
す
れ

ば
'
そ
れ
は
'
究
極
的
に
像
を
顕
現
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
'
文
学
表
現
を
他
の
言
語
表
現
か
ら
区
分
し
て
考
え
う

る
基
点
は
な
い
。

像
は
、
富
う
ま
で
も
な
く
想
像
力
の
所
産
で
、
ね
ら
う
対
象
を
ま
る
ご
と
意

識
の
う
え
に
現
前
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
'
人
間
の
対
象

銃
略
の
基
本
的
1
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
と
な
ら
ぶ
の
が
、
い
わ
ゆ
る
概
念
で
、

概
念
は
'
対
象
を
分
析
し
て
'
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
要
素
あ
る
い
は
理
を
抽
象

し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
に
お
け
る
広
義
の
認
識
(
思
考
)
は
'
こ

の
概
念
中
心
の
認
識
と
'
さ
き
の
像
中
心
の
認
識
と
の
二
形
式
を
持
っ
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
言
っ
て
も
'
純
粋
な
概
念
と
か
橡

と
か
は
'
た
と
え
ば
'
幾
何
学
に
お
け
る
点
や
線
に
も
ひ
と
し
い
仮
定
存
在
で

あ
っ
て
、
現
実
の
認
識
は
、
何
ら
か
の
わ
り
あ
い
で
、
両
者
を
改
合
さ
せ
て
、

機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
'
本
質
的
思
考
の
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
極
の
仮
定

が
か
な
ら
ず
必
要
で
あ
っ
て
'
そ
れ
を
現
実
態
と
た
だ
ち
に
混
同
し
な
い
こ
と

を
'
ま
ず
要
請
し
て
お
き
た
い
.

こ
こ
で
、
1
つ
の
例
を
出
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
特
定
の
個
人
の
人
柄

を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う
は
あ
い
'
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
た
と
え

ば
'
人
間
の
性
行
'
バ
タ
ー
ン
を
十
項
目
に
分
節
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

評
定
す
る
と
い
っ
た
や
り
か
た
が
あ
る
。
実
際
に
可
能
か
ど
う
か
は
別
問
題
と

し
て
、
一
般
に
へ
　
こ
う
い
う
や
り
か
た
を
科
学
的
と
言
う
わ
け
で
へ
　
た
し
か

に
'
こ
こ
に
は
、
合
理
的
な
明
噺
さ
が
あ
る
。
し
か
し
!
,
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
人
問
の
全
体
が
鮮
明
に
う
か
び
あ
が
る
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ

う
ほ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
'
そ
れ
は
項
目
の
粗
さ
の
せ
い
だ
と
考
え
て
、
さ
ら

に
百
項
目
を
立
て
た
と
し
よ
う
か
。
そ
の
結
果
'
今
度
は
全
休
が
は
ぼ
紡
郁
す

る
に
い
た
る
か
と
い
う
と
'
実
は
逆
で
あ
っ
て
'
そ
う
し
た
は
あ
い
へ
　
対
象

は
'
ほ
と
ん
ど
処
匿
の
な
い
ま
で
に
解
体
し
て
し
ま
う
0
実
は
'
未
熟
な
学
者



が
し
ば
し
ば
こ
の
種
の
論
文
を
書
く
の
で
'
か
れ
ら
が
力
を
入
れ
れ
ば
入
れ
る

ほ
ど
分
か
ら
な
-
な
る
と
い
う
研
究
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
'
何
の
分
析
も
せ
ず
'
そ
の
人
の
あ
る
と
き
の
逸
話
を
ひ
と
つ
語

る
だ
け
で
、
実
に
あ
ざ
や
か
に
'
そ
の
人
柄
の
全
体
を
'
一
挙
に
分
か
ら
せ
る

と
い
う
'
も
う
ひ
と
つ
の
や
り
か
た
が
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
'
よ
く
分
か
る
の

だ
が
t
 
L
か
L
t
あ
ら
た
め
て
そ
れ
を
概
念
の
こ
と
ば
に
置
き
か
え
よ
う
と
す

る
と
へ
ま
っ
た
く
こ
と
ば
に
窮
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
と
ば
が
追
い

つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
L
t
追
い
つ
め
る
と
'
多
義
化
し
て
'
判
断
が

困
難
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
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ヽ

も
う
言
う
ま
で
も
な
い
が
へ
こ
の
前
者
が
概
念
的
認
識
の
例
で
あ
り
'
後
者

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

が
像
的
認
識
の
例
で
あ
る
。
概
念
的
認
識
は
'
合
理
的
明
断
性
を
特
質
と
し
つ

つ
も
、
対
象
の
肉
を
け
ず
り
'
全
一
性
を
そ
ぎ
落
と
し
て
'
解
体
さ
せ
る
方
向

性
を
持
ち
、
像
的
認
識
は
'
逆
に
'
対
象
を
全
一
的
に
現
前
化
さ
せ
る
が
、
命

額
的
な
明
噺
さ
を
欠
く
。
最
も
よ
く
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
認
識
は
、
お
そ
ら

く
へ
　
こ
の
両
者
の
相
互
補
充
に
ょ
っ
て
実
現
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
O
 
L

か
L
t
そ
う
だ
け
言
っ
て
し
ま
う
と
、
認
識
の
某
に
動
的
な
生
態
を
と
り
逃
が

し
で
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

こ
の
両
認
識
の
力
の
方
向
は
あ
き
ら
か
に
逆
で
あ
り
'
両
者
の
其
の
関
係
は

対
立
抵
抗
の
関
係
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
像
は
'
そ
の
具
象
的

全
一
性
に
お
い
て
、
概
念
の
硬
直
性
や
抽
象
的
一
面
性
に
強
-
あ
ら
が
っ
て
、

そ
の
更
新
の
源
泉
と
な
り
、
ま
た
へ
概
念
は
'
そ
の
合
理
性
に
お
い
て
'
像
の

盗
意
性
や
哩
昧
性
を
き
び
し
-
規
制
し
て
、
こ
れ
を
秩
序
づ
け
る
。
と
い
う
ふ

ケ
に
見
る
と
'
両
者
は
、
一
こ
と
ば
の
其
の
意
味
に
お
い
て
'
弁
証
法
的
相
間
者

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
両
認
識
の
対
立
が
、
認
識
の
推
進
の
、

い
わ
ば
動
力
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
-
れ
ば
'
文
学
の
本
質
と
そ
の
基
本
的
な
役
割
と
に
つ
い
て
の
展

望
が
開
け
て
-
る
。

文
学
は
、
も
ち
ろ
ん
一
義
的
に
像
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
概
念

的
思
弁
を
つ
つ
み
こ
ん
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
'
た
だ
、
そ
れ
が
'
究
極
的

に
、
像
を
ね
ら
い
、
像
を
顕
現
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
こ
れ

に
対
し
'
論
説
文
な
ど
は
、
像
に
さ
さ
え
ら
れ
つ
つ
も
、
究
極
的
に
概
念
を
志

向
す
る
こ
と
に
お
い
て
'
文
学
表
現
と
区
分
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
人
は
'
人

間
の
-
人
生
の
新
し
い
認
識
を
志
し
て
'
文
学
創
造
に
お
も
む
-
が
へ
そ
の
把

捉
の
し
か
た
の
特
故
は
'
個
別
的
、
具
象
的
へ
全
1
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
科
学
的
な
把
捉
が
、
普
遍
的
、
抽
象
的
、
局
面
的
に
な
る
の
と
、
ち
ょ

う
ど
反
対
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
反
対
の
と
こ
ろ
に
、
文
学
の
本
質
と
'
独

自
の
機
能
は
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

科
学
を
第
1
義
的
に
専
歪
す
る
近
代
に
あ
っ
て
は
、
学
問
的
、
概
念
的
な
認

識
を
絶
対
化
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
相
対
化
す
る
象
徴
的
な

存
在
が
文
学
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
'
文
学

に
お
い
て
'
人
間
の
'
人
生
の
い
わ
ば
-
-
ク
ル
な
現
前
を
見
る
。
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
全
感
覚
・
全
認
識
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
'
生
き
た
全
一
体
で
あ
り

(
文
学
の
根
本
規
定
に
よ
-
使
わ
れ
る
感
動
な
る
も
の
は
'
そ
の
結
果
現
わ
れ

る
。
)
'
ど
ん
な
精
敵
な
概
念
的
認
識
も
'
こ
の
富
を
奪
い
つ
-
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
'
概
念
的
認
識
に
と
っ
て
'
無
限
の
宝
樺
で
あ
り
'
あ
る
い

は
、
絶
え
ず
自
己
否
定
を
迫
ら
れ
る
対
立
物
で
も
あ
る
。
す
t
,
れ
た
文
学
が
'

つ
ね
に
'
時
代
の
通
念
を
ど
ん
な
に
み
ご
と
に
う
ち
破
り
、
た
ち
越
え
て
出
現

す
る
か
は
、
多
少
と
も
文
学
史
に
関
心
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
明
の
こ
と



で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
文
学
の
永
遠
性
と
い
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
と
か
か

わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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と
す
れ
ば
、
人
間
を
追
求
す
る
国
語
教
育
が
、
最
も
-
-
タ
ル
な
人
間
表
現

で
あ
る
文
学
作
品
を
教
材
の
中
心
部
に
据
え
る
の
も
、
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
国
語
教
育
に
お
い
て
文
学
が
重
視
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
な
に
よ
り
も
そ

の
意
味
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
、
よ
-
、
文
学
表
現
を
文
茄

の
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
だ
か
ら
'
国
語
教
育
は
文
学
を
重
視
す
る

の
だ
と
言
っ
た
り
す
る
が
'
そ
れ
は
ひ
ど
く
単
純
な
発
想
で
あ
っ
て
'
科
学

文
・
実
用
文
・
芸
術
文
等
は
'
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
し
て
お
り
'
す
ぐ
れ
た

文
章
な
ど
と
い
う
も
の
を
1
元
的
に
設
定
で
き
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。

a

と
か
く
問
題
の
多
い
文
学
教
育
の
方
法
論
も
'
以
上
の
よ
う
な
文
学
の
基
本

性
格
を
明
確
に
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
、
像
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
考
察
を
深

め
、
か
つ
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
'
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
'
こ
の
点
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
さ
け
て
'
二
へ
三
の
基
本
的
な
問
題
点
だ

け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
o

ま
ず
、
文
学
教
育
が
、
な
に
よ
り
も
'
生
き
生
き
と
し
た
想
像
力
の
励
起
に

つ
と
め
る
べ
き
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
微
細
な
表
現
も
看
過
す
る
こ
と

な
く
へ
そ
れ
を
さ
さ
え
と
し
て
、
像
を
鮮
明
に
立
ち
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
'
第

一
の
要
訣
で
あ
る
。
そ
の
は
あ
い
に
必
要
な
の
は
'
よ
-
お
こ
な
わ
れ
る
要
約

読
み
で
は
な
く
、
逆
の
細
部
読
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
拡
充
す
る
読
み
で

あ
る
。た

だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'
像
は
'
表
現

を
さ
さ
え
と
し
て
、
お
の
お
の
の
読
者
が
主
体
的
に
つ
-
り
だ
す
も
の
で
、
表

現
の
質
に
も
よ
る
が
、
そ
こ
に
か
な
り
の
自
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
文
学
鑑
賞
の
よ
ろ
こ
び
の
1
側
面
は
'
そ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
だ
れ
で
も
、
大
な
り
小
な
り
'
作
品
を
自
分
に
ひ

き
つ
け
て
像
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
享
受
を
全
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
骨
組
と
し
て
の
表
現
は
厳
否
に
お
さ
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ

こ
に
'
き
び
し
い
指
導
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
が
へ
そ
の
う
え
の
自
由
を
'
教

師
く
さ
い
決
定
論
に
よ
っ
て
犯
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
各
l
∃
の

像
を
白
山
に
出
し
あ
っ
て
'
た
が
い
の
想
像
力
を
刺
激
し
あ
う
こ
と
が
望
ま
し

い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
'
像
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
次

に
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
'
時
間
的
な
順
序
を
固
定
す
る
も
の

で
は
な
い
Q
実
は
へ
像
に
は
'
意
味
軸
の
杯
定
に
よ
っ
て
明
碓
化
す
る
側
面
が

あ
り
へ
実
際
に
は
'
循
環
的
に
追
求
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
'
叙

述
の
便
宜
に
よ
っ
て
へ
一
応
へ
分
け
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

1
部
に
は
'
文
学
の
超
概
念
的
側
面
を
重
視
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
感
覚
的
受
容

の
み
を
強
調
す
る
人
々
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
1
両
硯
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
考
え

る
。
文
学
世
界
が
概
念
を
越
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
そ
れ
は
'
作

家
の
精
神
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
世
界
で
'
単
な
る
世
界
で
は
な
い
。
作
品

は
'
作
家
の
'
世
界
へ
の
問
い
の
線
上
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
、
7
殻
の
概
念

の
こ
と
ば
の
及
ぶ
と
及
ば
ざ
る
と
を
問
わ
ず
'
何
ら
か
の
意
味
あ
る
い
は
問
い

に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
な
い
文
学
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
'
文
学
は
、
感
じ
さ

せ
る
と
同
時
に
、
か
な
ら
ず
考
え
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
芸
術
の
い
わ
ば
必

然
で
あ
り
、
文
学
の
問
題
を
音
楽
や
美
術
を
手
本
と
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い



の
で
あ
る
。
た
と
え
、
一
部
の
詩
が
そ
れ
ら
に
ど
ん
な
に
近
づ
く
こ
と
が
あ
る

に
し
て
も
。

む
し
ろ
、
文
学
は
'
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
思
考
が
最
も
鍛
え
ら
れ
る
場
で
あ

る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
像
的
言
語
は
'
抽
象
的
言
語
の
及
び
え
な
い
と
こ

ろ
ま
で
浸
透
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
ば
で
あ
れ
ば
こ
そ
へ
そ
れ
は
'
概
念
の
閉

鎖
性
を
う
ち
破
り
へ
　
こ
れ
を
正
当
に
伸
長
さ
せ
る
力
を
持
つ
の
で
あ
る
o
概
念

の
最
も
有
効
な
滋
養
は
像
で
あ
っ
て
'
け
っ
し
て
'
別
種
の
概
念
で
は
な
い
。

意
味
を
深
く
蔵
し
た
像
と
格
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
、
人
生
へ

の
'
人
間
へ
の
思
索
は
'
初
め
て
本
格
化
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

し

そ
の
こ
と
に
脚
達
し
て
'
こ
こ
で
ぜ
ひ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
文
学

を
解
い
て
'
数
学
的
な
意
味
で
の
正
答
を
出
す
と
い
っ
た
こ
と
は
、
け
っ
し
て

考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
が
作
家
に
よ
っ
て
方
向
づ
け

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
そ
の
底
に
'
思
念
の
一
定
の
方
向
性
を
兄
い
だ
し

う
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
全
体
と
し
て
の
像
が
'
特
定
の
概
念
に
還
元
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
像
は
概
念
を
越
え
る
と
は
へ
言
い
か
え
れ
ば
、
多
く
の

概
念
的
な
切
り
こ
み
を
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
へ
　
す
ぐ
れ
た
作
品
ほ

ど
も
多
-
の
'
あ
る
い
は
次
元
の
深
ま
っ
た
意
味
を
開
示
し
て
や
ま
な
い
の
で

あ
る
。
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言
い
か
え
れ
ば
'
読
者
は
'
そ
の
主
体
の
志
向
と
背
丈
に
あ
わ
せ
て
、
作
品

か
ら
何
か
の
意
味
を
ひ
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
へ
争
わ
れ
う
る

こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
'
表
現
を
、
不
足
な
-
'
確
か
に
ふ
ま
え
て

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
'
ど
の
意
味
が
よ
り
探
-
、
ま
た
t
　
よ
り
ひ
ろ

や
か
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
'
前
者
は
、
あ
る
程
度
正

誤
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
校
者
は
、
価
値
範
鴫
に
屈
す
る
問
簿

で
'
正
誤
の
範
鴫
に
は
属
し
な
い
。
文
学
の
解
釈
に
終
点
を
指
定
し
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
'
実
際
の
作
品
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
ほ
ど
の
奥
行
き
を
持

た
な
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
ば
あ
い
も
'
作
品
に
よ
っ
て
よ
び
さ
ま

さ
れ
た
問
い
を
、
作
品
を
つ
き
抜
け
て
'
い
っ
そ
う
へ
深
く
へ
広
-
問
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
に
作
品
を
対
象
化
す
る
読
み
か
た
が
あ
る
。
つ
ま
り
'
批
評
的

な
読
み
で
あ
る
が
、
作
品
と
の
真
剣
な
対
決
は
'
読
者
を
'
お
の
ず
か
ら
そ
う

い
う
と
こ
ろ
ま
で
導
く
の
で
、
そ
う
い
う
射
程
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
読
み

は
、
本
質
的
に
無
限
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
学
教
育
に
私
が
最
も
要
請
し
た
い
こ
と
は
、
文
学
の
本

質
に
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
も
教
室
的
な
、
け
ち
な
正
誤
観
念
か
ら
大
胆
に
離

脱
L
t
　
こ
と
ば
の
最
も
正
当
な
意
味
に
お
け
る
主
体
的
な
読
み
を
'
の
び
の
び

と
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お

き
た
い
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
本
学
文
学
部
教
授
)
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