
わ
た
し
の
「
国
語
」
教
室

～

主

題

に

よ

る

統

合

の

試

み

～

は
　
じ
　
め
　
に

「
現
代
国
語
」
・
「
古
典
」
の
歴
史
は
'
わ
た
し
の
「
教
室
」
歴
に
は
ば
み

あ
う
0
そ
の
間
の
わ
た
し
の
「
国
語
」
教
室
は
'
技
能
学
習
へ
の
と
ら
わ
れ
と

価
値
学
習
へ
の
焦
り
と
の
間
で
'
揺
れ
つ
づ
け
た
.

今
に
し
て
'
「
統
合
」
を
思
う
0
と
り
ざ
た
さ
れ
、
お
し
よ
せ
る
も
の
爪
い

教
育
の
巾
で
'
国
語
教
育
も
'
ま
た
へ
節
度
の
細
分
化
の
弊
の
た
だ
中
に
あ

る
。
こ
と
は
'
こ
の
技
術
主
我
・
形
式
主
義
へ
の
'
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
の
深
い

反
省
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

折
し
も
'
「
新
学
習
指
導
型
符
」
は
'
ひ
と
つ
に
は
'
人
間
母
束
の
精
神

を
'
ふ
た
つ
に
は
、
学
校
教
K
=
の
主
体
性
を
'
骨
十
と
し
て
い
る
や
.
に
見
え

る
。
二
つ
を
見
す
え
て
の
「
反
省
」
は
'
さ
ら
に
'
自
発
的
な
創
意
工
夫
に
基

づ
-
'
主
体
性
を
も
求
め
て
い
る
O

分
化
は
'
分
散
を
呼
ぶ
9
　
「
精
退
」
し
「
総
会
」
さ
れ
'
統
合
さ
れ
た
「
教

室
」
と
そ
が
'
持
続
の
中
で
深
化
を
生
む
。
「
主
思
」
に
よ
る
統
合
I
o
こ

れ
を
椴
に
'
今
こ
そ
、
・
ひ
と
筋
の
体
系
を
実
践
し
て
み
た
い
。
わ
た
し
の
「
教

室
」
で
の
'
「
創
意
工
夫
」
で
あ
る
。

=刀

藤
　
　
宏
　
　
文

f
　
「
理
解
」
と
「
表
現
」

「
統
合
」
を
f
i
-
0
 
I
ま
ず
は
'
「
理
解
」
　
と
　
「
表
現
」
に
で
あ
り
た

い
。
「
理
解
」
こ
そ
が
'
「
表
現
」
の
意
欲
を
か
き
た
て
'
「
表
現
」
　
こ
そ

が
'
ま
た
、
「
理
解
」
を
点
検
し
'
深
め
'
価
値
学
a
=
を
甘
回
め
て
い
く
O

,
1
 
'
二
:
z
^
^
y
J
 
r
i
八
蝣
-
-
 
"
蝣
=
!
-
'
」
.
]
う
r
・
「
l
単
打
^
-
-
 
:
L
'
J
-
1
」
の
叫
J
・
蝣
*
'
-
'
-
-
.
'
'
蝣
-
 
'
-
i
　
ト

い
中
て
'
両
廿
日
は
は
　
　
　
し
)
分
化
v
j
」
'
「
-
^
卜
」
5
i
J
!
i
汀
.
-
"
(
蝣

い
て
'
「
表
現
」
　
力
が
高
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
範
例
文
」
と
も
言

う
。
「
役
立
て
る
」
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。

「
役
立
て
る
」
に
こ
と
さ
ら
な
「
範
例
文
」
が
'
こ
と
さ
ら
の
l
蝉
位
の
中

で
'
ォ
欲
に
支
え
ら
れ
た
「
表
現
」
を
生
む
か
O
否
で
あ
る
。
「
豪
規
別
冊
」

は
'
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
o
　
「
精
選
」
の
下
で
こ
そ
'
「
現
代
国
語
」
で
の
反

省
が
生
か
せ
る
と
き
で
は
な
い
か
o

こ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
「
教
v
F
i
J
例
を
示
し
、
む
ず
か
し
さ
ゆ
え
に
㌫
か
ね
は

な
ら
な
い
'
「
班
会
」
の
世
界
の
入
り
口
を
'
碓
か
め
て
み
た
い
〇
一
九
七
九

年
圧
、
第
二
学
咋
'
「
現
代
国
語
」
'
節
二
学
期
後
半
'
授
業
時
間
1
0
時

間
t
 
I
芥
授
業
形
態
で
の
そ
れ
で
あ
る
。

○
　
教
材
　
「
劇
的
な
る
日
本
人
」
　
山
崎
正
和
　
(
明
的
E
I
L
さ
。
院
現
代
同
語
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二
新
修
版
)
　
(
江
1
)

l
t
　
「
古
今
和
歌
集
」
仮
名
序
冒
朝
の
1
節
で
の
「
表
現
」
概
を
入
り
口
に
し

て
'
日
本
人
の
芸
術
観
の
特
色
を
と
ら
え
る
。
〔
ノ
三
関
作
文
〕

二
'
同
じ
-
、
そ
こ
で
の
「
伝
達
」
の
あ
り
よ
う
の
特
色
を
と
ら
え
る
。
〔
T

語
作
文
〕

三
'
つ
ぎ
の
資
料
を
読
み
味
わ
い
、
「
特
色
」
を
確
か
め
る
。
〔
1
文
作
文
〕

・
e
　
『
毎
月
抄
』
　
(
五
)
　
㊥
　
『
正
徹
物
語
』
　
(
四
二
・
七
七
)

G
)
・
『
去
来
抄
』
・
(
二
九
・
三
八
)
.
㊤
　
『
俳
濃
小
船
』
・
(
「
情
と
詞
」
・
)

四
.
・
さ
ら
に
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
人
間
擬
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
'
「
日
放

の
反
覆
」
と
「
寡
黙
と
先
入
観
」
の
二
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詑
明
す
る
。
〔
l

文
作
文
〕

五
'
世
阿
弥
を
通
し
て
'
自
己
拡
張
が
'
な
ぜ
怯
鯵
な
戦
い
で
あ
る
の
か
を
'

理
解
す
る
-
C
!
文
作
文
〕
'

六
'
同
じ
く
、
役
者
と
観
客
と
の
融
合
と
'
そ
の
・
3
塊
の
'
際
限
も
な
い
反
軍

の
意
味
を
'
理
解
す
る
.
〔
二
文
作
文
〕

:
.
i
'
i
-
.
 
'
-
蝣
蝣
蝣
　
ト
∴
　
　
　
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
・
・

〔
二
文
作
文
)
メ

八
'
づ
ぎ
の
㌘
料
を
も
参
考
に
し
て
'
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
。
」
の
意
味
を
説

明
す
る
。
〔
二
文
作
文
〕

○
蝣
-
r
風
姿
花
伝
』
　
(
口
語
訳
)

九
t
t
頭
者
の
主
張
を
'
理
解
す
る
。
〔
四
文
作
文
〕

十
∴
　
.
!
.
-
¥
.
J
i
 
'
;
'
-
-
'
-
∴
　
　
い
∵

の
窮
恋
を
も
と
に
し
て
、
比
較
す
る
。
〔
二
百
字
作
文
〕

○
　
『
日
本
人
の
周
辺
』
　
加
藤
秀
俊

右
の
計
画
の
う
ち
:
.
茄
以
下
は
'
ど
の
よ
う
に
巌
間
さ
れ
た
か
。
そ
・
の
迅
村

を
'
:
C
た
し
の
発
間
を
中
心
に
示
し
t
r
加
え
て
'
そ
の
目
標
へ
の
到
退
役
を
'

九
'
十
で
の
.
r
作
文
」
'
例
で
確
か
め
て
み
よ
う
O
.

五
'
㊥
　
世
阿
弥
の
「
芸
術
論
」
は
'
な
ぜ
'
「
む
し
ろ
」
　
「
人
間
の
F
刺

的
し
な
的
命
を
語
っ
」
て
い
る
と
　
÷
3
の
か
。
1
文
で
l
1
=
い
S
ろ
う
0

②
　
「
あ
の
不
安
な
『
表
現
』
」
の
「
あ
の
」
は
'
ど
う
い
う
こ
と
を
受

け
て
い
る
の
か
。
該
当
す
る
・
l
文
を
抜
き
出
そ
う
0

③
　
つ
ぎ
の
二
つ
を
'
・
そ
れ
ぞ
れ
、
e
T
文
で
説
明
し
切
ろ
う
0

川
　
托
満
c
;
:
^
=
け
　
f
i
v
t
G
妖
蝣
C
f

③
・
「
棲
惨
な
自
己
拡
張
の
敬
い
」
と
は
t
 
r
-
　
誰
と
誰
と
・
の
'
脚
ど
の

よ
う
な
「
口
己
」
の
戦
い
で
t
 
e
　
な
ぜ
'
「
楼
惨
」
な
の
か
.

、
-
,
'
-
^
i
~
r
l
ポ
L
I
J
㌫
c
l
^
z
L
」
が
.
二
r
に
融
ヘ
　
　
リ
こ
と
が
て
-
V
n
C
!
C

H
t
　
肘
　
許
が
t
 
F
_
.
ご
、
r
;
-
?
蝣
^
'
-
j
-
i
　
な
言
'
.
c
^
-

十
　
指
耕
C
t
f
i
汁
r
'
[
㌫
輿
・
.
蝣
-
<
忙
十
と
=
.
1
、
'
j
-
-
:
ト
.
'
I
J
-
・
蝣
!
,
'
・
'
'

.
I
二
文
で
説
明
し
よ
う
。

七
'
つ
ぎ
の
円
づ
の
こ
と
ば
を
か
な
ー
h
ず
純
r
・
て
'
「
役
薪
の
衣
川
が
自
然
の

花
の
よ
う
に
見
え
る
」
の
意
味
を
'
二
つ
の
文
で
説
明
し
よ
う
。

仙
　
S
-
"
　
」
J
　
白
け
　
伸
　
打
　
-
　
間
耐

八
'
①
　
つ
ぎ
の
こ
と
ば
を
'
そ
れ
ぞ
れ
二
1
文
で
説
明
し
よ
う
A
.

榊
　
花
を
.
i
;
一
'
*
　
?
j
"
I
'
i
L
Y
j
　
　
　
　
　
け
　
打
h
l

②
　
つ
ぎ
の
四
つ
の
こ
と
ば
を
か
な
ら
ず
使
っ
て
'
「
秘
す
れ
ば
花
な

り
o
」
の
正
味
を
'
二
文
で
説
明
し
よ
う
。

3
　
融
合
　
物
　
内
容
　
矧
　
存
在
　
叫
　
陶
肺

九
'
筆
者
の
「
主
張
」
を
説
明
す
る
の
に
'

5Lサ1



①
　
か
な
ら
ず
使
う
べ
き
だ
と
思
う
四
つ
の
こ
と
ば
を
'
ま
ず
確
認
し
て

お
こ
う
。

②
　
そ
れ
ら
は
'
ど
の
順
序
に
使
う
べ
き
か
。

③
　
そ
れ
ぞ
れ
を
、
一
文
に
し
よ
う
。

◎
　
四
つ
の
文
は
'
ど
ん
な
接
続
詞
で
つ
な
ぐ
と
'
説
明
の
す
じ
が
通
る

か
。

十
'
あ
な
た
の
考
え
を
'
二
百
字
に
ま
と
め
よ
う
。

〇
　
九
の
例
(
男
子
)

①
　
隠
す
　
洗
い
上
げ
る
　
寡
黙
　
融
合

①
　
寡
黙
　
隠
す
　
洗
い
上
げ
る
　
融
合

⑧
　
m
　
日
本
人
は
寡
黙
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

切
　
表
現
意
詩
を
隠
す
努
力
を
す
る
。

e
　
寡
那
さ
と
他
人
志
向
性
は
、
洗
い
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

帥
　
表
現
者
と
受
け
取
り
手
が
1
つ
に
融
合
す
る
。

◎
　
つ
ま
り
　
し
か
し
　
そ
こ
で

〇
　
十
の
例
　
(
女
子
)

日
本
人
は
、
世
阿
弥
の
「
秘
す
れ
ば
花
」
の
寡
黙
を
'
ま
ち
が
っ
た
意
味

で
表
現
す
る
よ
う
に
'
現
在
な
っ
て
き
て
い
る
と
、
山
崎
氏
は
'
指
摘
し

た
。
全
く
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
こ
の
論
に
も
.
串
苫
″
や
.
沈
黙
″
と
い

う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
本
当
の
寡
黙
さ
で
は
な
い
O
ま
た
'
こ
の

よ
う
な
沈
黙
が
生
じ
る
と
、
こ
れ
は
伝
達
を
も
'
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
で
は
、
他
田
か
ら
'
日
本
は
沈
黙
主
弟
だ
と
い
わ
れ
て
も
し
か

た
が
な
い
。
こ
の
論
は
日
本
人
の
歪
曲
し
た
寡
黙
を
証
明
し
て
い
る
0

こ
の
二
つ
の
「
表
現
」
の
あ
り
よ
う
は
、
と
り
・
0
な
お
さ
す
、
こ
の
単
元
で

の
「
理
解
」
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。
「
統
合
」
の
世
界
は
'
こ
こ
に
'

つ
ぎ
の
入
り
E
]
が
ど
こ
で
あ
る
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
。

こ
　
「
現
代
」
と
「
古
典
」

「
統
合
」
を
貫
く
。
-
　
こ
れ
は
'
「
現
代
」
と
「
古
典
」
と
に
で
も
あ
り

た
い
.
「
温
故
知
新
」
・
「
伝
統
と
創
造
し
。
わ
た
し
の
「
教
室
」
は
'
め
ざ

し
っ
つ
も
'
「
主
題
」
に
よ
る
統
合
を
欠
い
て
き
て
い
た
。

「
要
領
」
の
貰
う
「
精
選
」
は
'
こ
れ
ま
で
の
'
分
化
に
よ
る
内
容
の
「
摘

皮
化
」
を
'
反
省
し
て
い
る
や
に
見
え
る
。
た
し
か
に
、
別
々
の
世
界
と
し
て

そ
の
価
値
学
習
を
高
め
よ
う
と
'
か
え
っ
て
、
技
能
学
習
の
形
式
に
陥
っ
た
。

「
高
度
」
で
は
あ
っ
た
。

ま
た
'
そ
れ
は
'
分
離
に
よ
る
孤
立
化
を
も
反
省
し
て
い
る
や
に
見
え
る
。

た
と
え
ば
'
「
明
治
」
と
「
近
代
」
'
つ
ま
り
は
「
現
代
」
も
が
'
「
前
近

代
」
と
あ
ま
り
に
も
隔
絶
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
。
近
世
の
軽
視
'
作
品
の
固
定
化

も
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
'
主
題
「
変
」
Q
純
愛
・
友
蛸
・
恩
愛
・
恋
愛
-
-
。
貫
か
れ
て

普
遍
的
で
あ
り
'
同
時
に
'
時
間
・
空
間
に
お
い
て
特
殊
性
を
も
持
つ
o
こ
の

「
理
解
」
を
深
め
'
そ
の
「
表
現
し
を
と
'
「
現
代
」
の
「
故
宗
」
で
の
ひ
と

つ
の
計
画
を
う
ち
立
て
て
み
た
o

O
　
蝉
元
　
「
変
」

中
心
教
材
　
『
伊
豆
の
踊
り
子
し
　
川
端
康
成

∧
授
集
計
画
>
　
四
蝉
位
　
二
四
時
間

1
.
範
読
。
第
1
次
感
想
文
の
記
述
。
m
　
巌
も
感
動
し
た
7
文
を
溶
き
抜
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く
。
6
　
感
想
記
述
。

二
'
相
互
批
評
。
3
　
書
き
抜
か
れ
た
1
文
の
位
置
と
意
味
と
を
確
認
す
る
。

物
　
批
評
記
述
。
(
注
2
)

三
、
第
1
節
。
「
旅
情
が
」
　
「
身
に
つ
い
た
」
時
点
を
中
心
に
'
場
面
と
心
の

変
化
と
を
無
理
す
る
。

四
'
第
二
節
。
一
語
で
小
み
だ
L
を
つ
け
た
上
で
'
仙
　
「
ぽ
き
ん
と
折
れ

る
」
　
脚
　
「
ほ
う
と
明
る
ん
だ
」
を
'
説
明
す
る
o
　
〓
文
作
文
〕

五
、
第
三
節
。
「
こ
と
こ
と
笑
い
続
け
た
」
に
至
る
ま
で
の
心
を
'
第
1
節
よ

り
整
理
し
た
上
で
'
そ
の
あ
り
よ
う
を
'
説
明
す
る
O
　
〔
二
文
作
文
)

六
、
第
四
節
。
仙
栄
吉
さ
ん
'
仏
　
踊
り
子
　
と
が
与
え
た
影
背
を
お
さ
え
た

上
で
'
畑
　
「
尋
常
な
好
意
」
を
'
説
明
す
る
O
　
〔
二
文
作
文
〕

七
'
第
五
節
。
「
わ
た
し
」
が
'
こ
の
旅
で
克
服
し
た
も
の
を
'
説
明
す
る
O

〔
二
百
字
作
文
〕

八
、
第
六
節
。
m
　
婆
さ
ん
'
①
　
少
年
'
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
行
為
を
整
理
し
'

i
5
　
「
甘
い
快
さ
」
を
'
説
明
す
る
。
〔
二
百
字
作
文
〕

九
、
返
っ
て
き
た
「
感
想
」
と
「
批
評
」
と
を
比
べ
'
吟
味
し
、
川
　
問
題
点

を
1
文
で
言
い
切
り
'
脚
　
こ
の
小
説
の
主
題
に
つ
い
て
'
説
明
す
る
O
　
(

二
百
字
作
文
〕
　
(
批
評
者
宛
の
賓
簡
体
と
す
る
。
)

十
'
つ
ぎ
の
資
料
を
よ
く
読
み
'
新
し
く
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
t
 
I
文
で
記
述

す
る
.
〔
一
文
作
文
〕

O
 
F
前
後
作
と
の
開
通
』
　
羽
島
t
英
「
国
文
学
」
　
〓
ニ
ー
九

十
1
.
0
　
「
送
元
二
使
安
西
」
王
維
　
②
　
「
黄
鶴
相
法
孟
浩
然
之
麟
陵
」

李
白

◎
　
「
轟
」
、
「
更
」
の
文
字
に
込
め
ら
れ
て
い
る
作
者
の
思
い
を
'
1
文

で
説
明
し
切
る
。

十
二
t
 
O
　
「
贈
街
八
脇
士
」
　
杜
甫
　
③
　
「
貧
交
行
」
　
杜
甫

㊥
　
「
故
意
」
'
「
軽
薄
」
に
つ
い
て
'
同
右
。

十
三
'
①
　
「
九
月
九
日
憶
山
中
兄
弟
」
　
王
維
　
②
　
「
債
弟
二
甘
」
　
杜
甫

㊥
　
「
惜
」
の
中
心
の
1
字
を
お
さ
え
て
'
同
右
。

十
四
'
①
　
「
倍
幼
子
」
　
杜
甫
　
②
　
「
貴
子
」
陶
淵
明

㊥
十
五
'㊥

十
六
'

サ
>
J
'

〇

十
七
、

㊥s
a

1
.
八
'◎

「
惜
」
'
「
ォ
」
に
つ
い
て
'
同
右
。

①
　
「
子
夜
県
歌
」
　
李
白
　
①
　
「
月
夜
」
　
杜
甫

句
数
と
同
数
の
文
で
'
訳
詩
を
創
作
す
る
。

つ
ぎ
の
資
料
を
よ
く
読
み
、
「
愛
」
に
つ
い
て
新
し
く
考
え
た
こ
と

二
百
字
に
ま
と
め
る
。

「
月
夜
」
　
(
『
杜
甫
ノ
ー
ト
」
)
　
吉
川
幸
次
郎

伊
勢
物
語
　
初
段
二
一
十
三
役

「
な
ま
め
-
」
'
「
は
し
た
な
し
」
、
「
老
い
づ
く
」
、
「
み
や
び
」

各
一
文
で
説
明
す
る
。

伊
勢
物
語
　
四
十
六
段
・
六
十
二
段

「
う
る
は
し
」
'
「
あ
さ
ま
し
」
、
「
恩
ひ
わ
ぶ
」
'
「
心
か
し
こ

523

し
」
'
「
こ
け
る
か
ら
」
に
つ
い
て
へ
同
右
。

十
九
'
梁
轟
秘
抄
　
三
四
三
'
三
四
1
'
三
三
五
'
三
六
五
'
三
三
九
。

◎
　
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
'
適
切
な
題
を
つ
け
る
O

二
十
'
謡
曲
　
F
隅
田
川
』
　
　
(
「
伊
勢
物
語
」
参
照
。
)

㊥
　
レ
コ
ー
ド
'
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
漂
質
と
朗
読
。

二
十
1
'
雷
曲
　
F
隅
田
川
』

㊥
　
「
母
の
心
」
な
る
題
で
'
二
百
字
作
文
。



二
十
二
'
「
永
訣
の
朝
」
宮
沢
賢
治

◎
い
ち
ば
ん
心
う
た
れ
た
部
分
に
つ
い
て
'
同
右
。

二
十
三
、
「
秋
の
祈
り
」
高
村
光
太
郎

◎
二
つ
の
「
祈
り
」
を
'
各
二
百
字
で
説
明
す
る
。
~
(
注
3
)
.

二
十
四
、
こ
の
単
刀
で
'
い
ち
ば
ん
心
う
た
れ
た
「
愛
」
の
性
界
に
つ
い
て
、

考
え
る
と
こ
ろ
を
四
百
字
に
ま
と
め
る
。

以
上
'
こ
の
単
は
'
『
伊
豆
の
阿
り
子
』
で
の
'
主
人
公
の
「
孤
児
根

性
」
解
放
へ
の
共
鳴
に
始
ま
る
。
す
べ
て
の
他
人
に
親
し
む
こ
と
の
で
き
な
い

心
が
'
「
世
界
尋
常
の
意
味
で
」
「
い
い
人
に
見
え
る
」
こ
と
の
「
有
難
」
さ

ば
'
わ
た
し
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
。
こ
の
「
甘
い
快
さ
」
は
'
「
愛
」
の
普
遍

性
へ
の
参
与
を
意
味
す
る
。
寡
黙
な
「
教
宅
」
に
灯
を
と
も
し
'
「
別
出
」
に

よ
る
永
遠
の
美
を
照
ら
し
て
く
れ
る
。

さ
て
'
こ
れ
を
核
に
し
て
'
わ
た
し
た
ち
は
、
中
国
を
も
含
め
た
「
古
典
」

の
世
界
に
も
'
さ
ま
ざ
ま
な
「
愛
」
の
'
深
い
相
を
求
め
る
。
わ
た
し
た
ち

は
'
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
'
そ
の
歴
史
・
風
土
に
生
き
た
人
た
ち
が
'
変
に

喜
び
'
変
に
か
な
し
み
'
そ
し
て
'
こ
と
ば
の
世
界
に
へ
そ
の
永
遠
の
美
し
き

を
昇
華
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
の
閃
,
遠
に
浴
す
る
Q
わ
た
し
た
ち
は
'
人
類
の
創

造
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
.
「
主
槌
」
「
変
」
に
よ
る
統
合
を
、
細
部
に
ま
で
只
-
た
め
に

は
'
右
の
教
材
の
体
系
'
す
な
わ
ち
へ
友
情
・
関
心
愛
・
恋
愛
な
ど
に
よ
る
分
別

で
は
'
不
十
分
で
あ
る
o
革
り
か
さ
・
か
な
し
さ
・
は
か
な
さ
・
赦
し
さ
ふ
比

か
t
t
i
^
j
t
「
t
L
さ
」
の
代
に
迫
る
i
-
r
t
f
「
⊥
∵
思
㍊
t
'
l
'
L
-
L
'

-
"
^
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
に
土
っ
て
、
そ
う
考
え
始
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
体
系
は
'
後
述
の
他
の
五
つ
の
学
光
の
下
に
'
「
二
統
域
一

部
項
」
の
具
体
的
な
技
能
学
門
の
嬰
諭
に
も
応
え
ら
れ
る
内
-
s
で
'
肉
付
け
が

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
骨
格
を
'
ひ
と
つ
の
単
元
で
の
授
業
計
測
に
込
め

て
'
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
。

三
　
「
統
合
」
と
「
主
窟
」

分
散
を
噸
っ
。
形
式
化
を
即
日
滅
す
る
O
そ
の
中
で
'
見
す
え
て
田
-
ペ
ー
i
V
j

は
、
単
冗
に
お
い
て
只
休
的
に
1
五
L
t
年
間
を
辿
じ
て
体
系
化
さ
れ
'
学
坤

を
越
え
て
発
展
す
べ
き
'
「
統
合
」
の
精
神
で
あ
る
.

わ
た
し
の
「
教
室
」
は
'
・
現
行
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
、
「
現
代
国
語
」
に

お
い
て
は
'
仲
間
六
教
材
(
軍
二
学
咋
五
教
材
)
に
し
ぼ
る
中
で
'
小
じ
ん
ま

り
と
'
そ
の
純
榊
を
㍍
こ
う
と
し
て
き
た
。
節
三
学
咋
「
選
択
」
で
は
'
や
や

人
照
に
試
み
て
も
蝣
f
:
<
た
"
(
r
i
-
r
)

今
や
'
「
統
合
」
は
、
「
古
典
」
を
も
包
托
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ま
で
の
'
小
じ
ん
ま
り
と
し
た
「
和
祁
」
を
、
大
胆
な
試
み
の
方
に
ひ
き
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
つ
づ
け
て
'
ま
と
ま
り
を
見
せ
始
め
た
の

が
'
「
-
J
-
 
"
?
;
に
よ
る
統
・
'
日
で
・
」
・
'
・
蝣
'

試
み
は
'
「
現
代
国
語
」
現
行
教
科
i
t
=
に
お
い
て
'
す
で
に
あ
る
o
　
「
学
校

「
角
川
一
-
T
;
'
ォ
'
山
か
　
　
　
　
　
　
人
v
*
#
小
　
　
付
は
中

:
-
r
i
-
'
:
^
.
¥
-
>
T
:
'
「
　
こ
÷
M
'
i
l
'
十
て
l
)
.
†
、
八
と
　
　
　
÷
　
さ
れ
て
い

る
。
(
托
5
)
先
学
に
学
び
'
進
め
た
い
。

六
つ
の
主
魁
を
見
す
え
て
'
展
望
し
て
み
る
〇

一
'
「
〓
己
と
の
出
会
い
」

E
2
本
に
こ
そ
'
自
己
が
発
比
・
r
J
れ
'
そ
れ
が
根
を
張
る
O
そ
こ
で
初
め

521



て
、
生
は
充
実
に
向
か
う
。

二
'
「
自
然
を
み
つ
め
る
」

さ
き
の
出
会
い
は
'
こ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
大
き
い
。
そ
の
心
は
'
人
間
性

の
基
盤
で
あ
る
。

三
'
「
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
」

出
会
い
'
み
つ
め
ら
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
は
'
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
'
他
人
と
か
か
わ
る
。

四
∴
「
愛
」

人
は
'
ひ
と
り
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。
「
こ
こ
ろ
」
が
「
こ
こ
ろ
」
を

求
め
え
て
'
菜
を
創
る
。

五
'
「
生
と
死
」

右
の
四
つ
は
'
こ
の
中
で
'
こ
れ
を
凝
視
し
た
中
で
'
ひ
と
き
わ
其
撃
と

な
る
。

六
'
「
文
明
と
社
会
」

ど
の
主
題
も
が
'
こ
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
深
い
。
し
か
も
'
現
代

の
そ
れ
は
'
危
う
い
。

以
下
'
「
国
語
-
」
を
想
定
し
'
体
系
を
示
す
。

I
t
　
「
自
己
と
の
出
会
い
」

①
　
「
母
の
架
け
た
橋
」
　
水
上
勉

①
　
「
旅
の
空
の
下
で
」
　
森
有
正

③
　
「
夕
焼
け
」
,
吉
野
弘

◎
　
「
更
級
日
記
」
　
(
「
物
語
」
)

⑤
L
 
T
花
鏡
」
　
(
「
知
修
道
事
」
)

菅
原
孝
標
女

世
阿
弥

⑥⑦⑥①
二
、0①・

湖

lZ;i⑤◎⑦⑧⑨
三
tO②◎④⑤⑥⑦◎⑨

。
「
う
ひ
山
ふ
み
」
　
(
冒
顛
)
　
本
居
宣
長

「
行
行
蛮
行
行
」
　
「
去
着
日
以
疎
」
　
(
「
詩
経
」
)

「
唐
詩
選
」
劉
鵡
錫
　
等
参
　
張
押
　
他

「
唐
詩
選
」
　
李
白
　
杜
市
　
貝
象
之
　
他

「
自
然
を
み
つ
め
る
」

現
・
近
代
俳
句
(
合
新
聞
俳
増
入
選
作
)
　
(
注
6
)

「
小
貝
児
帖
」
　
・
:
E
生
犀
擢

「
近
代
科
学
と
日
本
人
の
自
然
観
」
　
渡
辺
正
雄

「
枕
草
子
」
　
(
三
十
七
段
)
　
桁
少
納
言

「
古
今
和
歌
集
」
　
(
蕃
・
夏
・
秋
・
冬
)

「
蕪
村
句
集
」
　
与
謝
蕪
村

「
唐
詩
選
」
　
王
稚
　
杜
甫
　
他

「
唐
詩
選
」
　
李
白
　
仙

「
唐
詩
選
」
　
孟
浩
然
　
秋
持
　
他

「
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
」

「
現
代
俳
句
に
お
け
る
時
間
と
空
間
」
　
森
本
哲
郎

「
日
本
語
と
は
何
か
」
　
加
藤
周
一

「
庶
民
の
発
見
」
　
宮
本
常
1

「
古
今
和
歌
集
仮
名
序
」
　
紀
貫
之

「
古
今
著
聞
集
」
　
(
五
-
I
玉
ニ
)
　
橘
成
季

「
芭
蕉
連
句
」
　
松
尾
芭
蕉
　
他

「
論
語
」
　
(
「
学
而
」
他
)

「
孟
子
」
　
(
「
告
子
上
」
他
)

「
老
子
」
　
(
四
十
八
草
他
)
I
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m

(D I⑦◎⑤①③②◎◎
五
'①①③①⑤◎⑦◎⑨

六
'①②③

「愛」'「
た
け
く
ら
ペ
」
　
樋
口
一
葉

「
伊
豆
の
踊
り
子
」
　
川
端
康
成

「
獄
中
日
記
」
　
滝
沢
修
・
文
子

「
伊
勢
物
語
」
　
(
初
段
・
二
十
三
段
他
)

「
染
産
秘
抄
」
　
(
三
四
三
他
)

謡
曲
T
隅
田
川
」
・

「
唐
詩
選
」
　
王
維

「
唐
詩
選
」
　
李
白
　
杜
甫

「
陶
開
明
柴
」
　
陶
解

「
生
と
死
」

現
・
近
代
の
短
歌
(
合
「
昭
和
万
葉
集
」
聖
ハ
)

「
城
の
崎
に
て
」
　
志
賀
直
哉

「
羅
生
門
」
　
芥
川
龍
之
介

「
古
事
記
」
　
(
倭
建
命
)

「
徒
然
草
」
　
(
七
段
他
)
　
富
田
兼
好

「
心
中
天
の
網
島
」
　
近
松
門
左
衛
門

「
唐
詩
選
」
　
李
白

「
唐
詩
選
」
　
杜
甫

「
唐
詩
選
」
　
劉
希
夷

「
文
明
と
社
会
」

「
ほ
ろ
ほ
ろ
な
托
鳥
」
'
高
村
光
太
郎

「
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
イ
7
-
の
笑
い
」
　
白
井
吉
見

~
「
広
瀬
井
手
の
こ
と
」
　
都
留
重
人

⑨◎⑦⑥⑤④

「
竹
取
物
語
」
　
(
い
そ
の
か
み
の
中
納
言
)

「
今
昔
物
語
集
」
　
(
信
治
守
藤
原
陳
忠
)

「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
　
(
な
み
風
の
)

「
詩
経
」
　
(
「
硯
鼠
」
)

「
莞
辞
」
　
(
「
治
父
辞
」
)
　
屈
原

「
兵
奉
行
」
　
杜
甫
　
「
売
炭
翁
」
　
自
店
易

O
　
「
表
現
」
・
と
の
統
合
に
つ
い
て
。

一
'
「
自
己
と
の
出
会
い
」
　
〓
語
作
文
〕
・

①
　
理
解
の
中
の
中
心
語
　
②
　
完
阿
作
文
の
試
み
　
③
　
1
語
作
文
と
文

二
㌣
調
然
を
み
つ
め
る
」
〔
妄
作
文
〕
　
　
　
　
　
6

①
　
表
か
ら
貢
へ
　
②
　
段
落
の
中
心
文
　
③
　
妄
作
文
と
文
章
構
　
5

成
三
、
「
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
」
　
〔
二
文
作
文
〕
・

①
　
二
文
を
つ
な
ぐ
　
②
　
段
落
を
つ
な
ぐ
　
③
　
二
文
作
文
と
文
章
構
成

四
'
「
変
」
　
　
〔
四
百
字
作
文
の
試
み
〕
.

①
　
音
読
と
読
点
　
⑧
　
相
互
批
評
　
③
　
四
百
字
定
稿

五
'
「
生
と
死
」
　
　
〔
四
百
字
作
文
の
創
造
〕

小
　
i
S
-
V
i
v
.
'
‥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‥
㍉

六
'
「
文
明
と
社
会
」
　
〔
小
論
文
の
創
造
〕

①
　
題
の
設
定
　
②
　
段
落
構
成
　
③
　
結
び
の
1
段
　
④
　
八
百
字
小
論

文
定
稿

以
上
「
主
題
」
に
よ
る
「
統
合
」
を
示
し
た
。



四
「
国
防
表
現
」
・
「
現
代
文
」
・
「
古
典
」

分
科
'
選
択
'
深
化
発
展
。
「
国
語
-
」
・
「
国
語
皿
」
を
受
け
た
「
国
語

蓑
現
」
・
「
現
代
文
」
・
「
省
典
」
に
共
通
し
た
ね
ら
い
は
'
そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
'
「
分
科
」
。
わ
た
し
の
「
教
室
」
は
'
「
国
語
I
」
に
お
い
て
'
「

理
解
」
と
「
表
現
」
と
の
、
「
主
題
」
に
よ
る
統
合
を
め
ざ
し
て
き
た
。
こ
の

精
神
を
'
「
高
め
」
、
「
深
め
(
伸
ば
し
)
」
'
「
親
し
む
」
。
こ
れ
ら
の
「
分

科
」
の
中
に
も
貰
け
な
い
か
。
ひ
と
つ
の
計
画
が
あ
る
O

つ
ぎ
に
」
　
「
選
択
」
。
.
「
能
力
」
な
ど
に
応
じ
た
「
適
切
な
教
育
」
を
目
指

し
て
、
分
科
省
湘
た
三
つ
は
'
「
選
択
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
履
習
順
序

を
含
め
て
'
実
情
に
即
し
て
よ
い
と
O
ど
の
は
あ
い
に
も
'
右
の
精
神
を
貿
け

な
い
か
。
計
画
を
練
っ
て
み
る
。

さ
ら
に
、
「
深
化
発
展
」
。
こ
れ
を
効
果
的
に
と
考
え
て
の
'
右
の
二
点
で

あ
る
と
言
う
。
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
選
択
」
は
'
「
深
化
発
展
」
の
た
め
の

と
い
う
「
分
科
」
を
'
分
割
・
分
散
へ
と
歪
め
は
し
な
い
か
。
そ
れ
で
ォ
」
>
'
精

神
は
貫
け
な
い
か
。
こ
う
考
え
る
。

1
、
「
国
語
表
現
」
と
「
現
代
文
」
と
の
統
合

前
者
に
つ
い
て
、
「
内
容
の
取
扱
い
」
肋
は
'
・
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

○
　
(
前
略
)
文
章
を
書
く
機
会
を
多
く
す
る
と
と
も
に
文
章
研
究
を
十
分

・
に
活
用
す
i
Q
よ
う
に
す
る
。

患
た
'
後
者
に
つ
い
て
も
'
同
じ
く
物
は
言
う
。

○
　
調
べ
た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
て
報
告
し
た
り
'
討
議
し
た
り
す
る
機

会
を
(
後
略
)
。

'
こ
う
し
て
'
分
科
さ
れ
た
「
表
現
」
は
'
「
理
解
」
を
前
提
と
す
る
が
た
め

に
'
「
社
会
的
適
応
」
　
へ
と
傾
き
'
同
じ
く
う
理
解
」
は
'
「
表
現
」
を
求
め

て
、
「
知
的
生
産
力
」
に
及
ぶ
o
こ
こ
に
、
分
散
の
弊
が
潜
む
。

わ
た
し
の
「
教
室
」
は
'
か
っ
て
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
深
化
発
展
」
を
目
指

し
た
。O

　
「
近
代
小
説
論
」
　
三
年
　
m
択
　
二
単
位
(
注
4
)

こ
の
試
み
は
'
つ
ぎ
の
三
つ
の
骨
子
か
ら
な
る
。

①
　
近
代
小
説
を
「
読
み
味
わ
う
」

②
　
近
代
小
説
論
を
「
読
み
考
え
る
」

③
　
近
代
小
説
論
を
「
宙
く
」

「
理
解
」
と
「
表
現
」
と
の
「
主
題
」
に
よ
る
統
合
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
'
わ
た
し
た
ち
は
'
二
葉
亭
四
迷
か
ら
太
宰
治
に
至
る
十
四
人
の
作

家
と
'
そ
の
作
品
、
お
よ
び
、
か
か
わ
る
先
学
の
論
を
読
み
味
わ
う
こ
と
を
通

し
て
、
昭
和
十
年
代
に
及
ぶ
日
本
の
「
近
代
」
を
主
題
と
し
て
、
「
教
室
」
を

深
め
つ
づ
け
た
。
中
で
も
'
具
体
的
な
技
能
学
習
の
あ
り
方
を
工
夫
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
'
「
社
会
的
適
応
」
・
「
知
的
生
産
力
」
を
も
'
体
系
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

さ
ら
に
'
こ
の
「
高
め
」
　
「
深
め
」
る
過
程
に
お
い
て
'
心
に
持
ち
つ
づ
け

た
「
主
題
」
・
「
近
代
」
は
'
競
市
計
画
を
も
支
え
'
「
親
し
む
」
　
1
年
を
実

現
し
た
。
こ
の
「
主
迫
」
は
'
「
国
語
I
・
Ⅱ
」
の
六
つ
の
主
題
の
統
合
と
し

て
生
か
さ
れ
も
し
よ
う
。

二
、
「
古
典
」
の
主
題
に
よ
る
統
合

さ
き
の
二
分
科
に
'
「
創
意
工
夫
」
の
余
地
が
'
比
較
的
強
-
匂
わ
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
'
こ
こ
で
は
'
つ
ぎ
の
二
つ
の
「
取
扱
い
」
が
示
さ
れ
て
い
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る
。ひ

と
つ
は
.
「
ま
と
ま
っ
た
」
と
い
う
点
。
ひ
と
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
作

品
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
'
「
理
解
」
の
「
深
化
発
展
」
を
目
指
し
て
い
る
。

ふ
た
つ
に
は
、
「
親
し
む
」
こ
と
を
通
し
て
'
「
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度

を
育
て
る
」
と
も
す
る
。
分
散
を
避
け
'
じ
っ
く
り
と
、
と
い
う
心
か
ら
で
あ

S
E
S
s
i

た
と
え
ば
'
「
ひ
と
つ
」
の
作
晶
と
し
て
'
『
源
氏
物
語
』
を
「
ま
と
ま
っ

た
」
も
の
と
し
て
扱
う
と
す
る
か
。
漢
文
と
の
か
か
わ
り
を
も
持
ち
な
が
ら
主

題
を
貫
く
こ
と
は
'
ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
。

①
　
「
源
氏
物
語
の
端
役
た
ち
」
　
(
注
7
)
　
(
か
か
わ
っ
て
'
申
凹
史
伝
t
I

の
端
役
像
に
注
目
す
る
。
)

②
　
「
紫
上
物
語
」
　
(
か
か
わ
っ
て
'
中
国
文
学
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
女

闇
闇
M
I
i
a
g
f
r
M
T

③
　
「
源
氏
物
語
の
月
」
　
(
他
二
二
二
の
「
素
材
」
に
限
定
し
'
中
国
文
学

の
中
に
も
求
め
る
。
)

①
　
「
源
氏
物
語
の
し
れ
革
」
　
(
他
「
只
端
」
伸
に
限
定
し
'
中
国
文
学
の

中
に
も
求
め
る
。
)

⑤
　
「
源
氏
物
語
の
.
な
ま
め
か
し
″
」
　
(
他
形
容
詞
の
い
く
つ
か
に
牲
目

す
る
。
か
か
わ
っ
て
'
中
国
文
学
の
中
に
'
い
く
つ
か
の
語
を
求
め
る
'
)

な
ど
'
さ
ま
ざ
ま
の
「
統
合
」
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

O
　
「
痴
氏
物
語
の
端
役
た
ち
」
　
実
践
例

第
三
学
年
　
選
択
　
二
単
位
　
末
梢
花
巻

大
輔
命
婦

預
中
将
'
侍
従
と
と
も
に
'
末
摘
花
の
虚
像
作
り
を
担
っ
た
命
婦
の
あ
り

方
か
ら
'
光
源
氏
が
'
実
は
笑
い
の
対
象
に
な
る
こ
の
巻
の
特
質
を
読
む
。

飾
　
命
的
登
場
の
一
節
。
(
引
用
略
。
)

⑧
　
(
そ
の
父
兵
部
大
輔
に
つ
い
て
の
『
玉
小
櫛
』
の
注
。
(
引
用
略
。
)

問
1
'
伽
で
説
明
さ
れ
て
い
る
二
筋
の
系
図
を
、
別
々
に
示
そ
う
。

悶
二
'
こ
の
二
つ
の
系
図
が
'
実
は
一
筋
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
'
⑧
は
、

ど
ん
な
理
由
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
か
。
二
点
指
摘
し
よ
う
。

問
三
'
末
摘
花
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
'
命
相
は
'
琴
を
と
り
あ
げ
て
い

る
.
川
　
ど
う
ほ
の
め
か
し
た
の
に
対
し
て
、
脚
　
光
源
氏
は
'
ど
う

理
山
づ
け
t
 
e
　
ど
う
評
価
し
た
の
か
o

関
田
'
さ
ら
に
t
 
m
　
命
如
の
ど
ん
な
　
を
'
E
i
　
光
政
氏
は
'
ど
う
受
け

と
め
て
し
ま
っ
た
か
。

予
想
さ
れ
る
四
単
位
の
「
古
典
」
に
お
い
て
は
、
右
に
示
し
た
災
践
例
を
核

に
し
て
'
肉
づ
け
さ
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
時
間
ひ
と
組
の
計
画
が
'
で
き

る
。
こ
こ
で
は
'
「
理
解
」
と
「
去
現
」
'
お
よ
び
'
「
古
文
」
と
「
撰
文
」

の
'
主
超
に
よ
る
統
合
が
増
え
ら
れ
る
〇

一
、
l
巻
に
お
け
る
「
端
役
」
活
比
の
場
面
を
中
心
に
'
本
文
を
読
み
味
わ

う
。
〔
一
文
作
文
〕

二
、
同
巻
の
中
心
部
分
と
も
同
巻
(
で
き
れ
ば
当
該
「
端
役
」
)
に
つ
い
て

の
先
学
の
論
考
を
'
読
み
味
わ
う
O
　
〔
1
文
作
文
〕
　
(
注
8
)

三
'
か
か
わ
っ
て
'
中
国
史
伝
中
沼
肝
す
る
「
端
役
」
子
場
の
場
面
を
中
心

に
、
読
み
味
わ
う
.
〔
二
百
字
作
文
〕

四
'
「
端
役
」
論
を
記
述
す
る
o
　
〔
四
百
字
作
文
〕

こ
の
四
時
間
の
中
で
'
わ
た
し
た
ち
は
'
た
と
え
ば
光
掛
氏
よ
り
も
む
し
ろ

生
々
と
し
た
端
役
の
生
き
方
が
'
実
は
'
物
語
の
展
開
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
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い
る
こ
と
を
知
り
え
た
。
そ
こ
に
は
'
「
古
典
」
を
「
現
代
」
の
「
教
宅
」
に

蘇
ら
せ
る
入
り
口
が
あ
る
。
「
表
現
」
　
へ
の
意
欲
も
'
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。

五
　
目
標
に
向
か
っ
て

○
　
こ
の
商
等
学
校
の
国
語
教
育
の
変
質
の
端
的
な
現
わ
れ
が
、
「
古
典
」

と
「
現
代
国
語
」
の
分
離
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
近
な

折
か
ら
亭
乙
は
'
t
冊
の
国
語
教
科
書
の
中
に
'
古
典
も
現
代
文
も
含
ま
れ
て

い
る
時
に
は
'
古
典
の
方
に
多
く
の
時
間
を
割
い
て
現
代
文
は
あ
ま
り
や
ら
な

い
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
(
中
略
)
だ
が
要
す
る
に

問
題
は
'
商
等
学
校
の
国
語
科
が
'
伝
統
的
な
古
典
教
育
の
場
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
現
代
語
教
育
が
意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
(
注
9
)

か
つ
て
'
「
現
代
」
は
'
こ
の
よ
う
な
経
線
の
下
に
、
「
古
典
」
か
ら
分
離

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
「
詰
め
込
み
教
育
」
が
批
判
さ
れ
'
「
全
人
的
発
達
」
・

「
人
間
と
し
て
の
調
和
」
が
う
た
わ
れ
て
'
今
日
の
改
訂
を
迎
え
た
。
こ
こ
で

の
「
総
合
」
は
'
復
古
で
は
な
い
。
「
現
代
」
の
「
意
識
化
」
は
'
悩
み
を
は

ら
み
な
が
ら
も
、
定
着
し
て
き
て
い
る
o
む
し
ろ
'
逆
に
、
「
古
典
」
を
そ
こ

へ
ど
う
ひ
き
つ
け
る
か
が
'
問
わ
れ
て
い
る
。

○
　
さ
て
'
こ
の
よ
う
に
準
え
て
く
れ
る
学
習
者
の
、
「
古
典
」
と
の
か
か

わ
り
合
い
の
実
感
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
T
昨
年
の
紛
争
以
来
も
鋭
く
問
い
つ

め
ら
れ
て
き
な
が
ら
'
及
ば
ぬ
'
懸
案
そ
の
ま
ま
で
す
O

.
そ
の
ひ
と
つ
は
'
「
古
典
」
は
「
ひ
と
り
ご
と
」
'
い
い
と
言
わ
れ
て
み
る

か
ら
良
-
見
え
る
だ
け
で
'
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
合
わ
な
い
。
歴
史
の
流
れ
か
ら

浮
い
た
も
の
'
と
い
う
実
感
で
す
O
こ
れ
は
、
年
々
田
老
に
さ
え
見
え
る
'
「

古
典
」
ナ
ン
セ
ン
ス
論
の
底
流
を
な
す
と
ら
え
方
で
す
。

さ
ら
に
'
そ
の
実
感
の
由
来
を
尋
ね
て
み
る
と
'
「
文
法
や
こ
と
ば
の
端
々

ば
か
り
」
と
い
う
'
わ
た
し
の
創
り
出
し
て
い
る
「
古
典
」
の
現
実
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
　
　
略
)

加
え
て
'
教
科
書
が
こ
ま
ざ
れ
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
満
O
　
「
ひ
と
り
ご
と
」

と
は
、
つ
く
り
変
え
ら
れ
た
「
古
典
」
の
正
直
な
実
感
の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
'
学
習
者
た
ち
は
'
「
も
っ
と
内
面
を
。
」
　
「
体
ご
と
入
れ
る
よ
う

な
こ
と
ば
や
行
動
を
。
」
な
ど
な
ど
、
ほ
ん
と
う
の
「
古
典
」
を
と
叫
び
ま

す
。
(
後
略
)
　
(
注
1
0
)

○
　
っ
ぎ
に
'
問
題
意
識
や
批
判
的
見
解
を
'
お
ざ
な
り
の
ま
ま
で
捨
て
つ

づ
け
な
い
た
め
に
'
現
行
教
科
許
の
'
上
代
よ
り
近
世
へ
'
な
い
し
は
'
ジ
ャ

ン
ル
別
と
分
離
す
る
単
元
の
あ
り
方
を
'
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
ち
な

み
に
'
先
の
今
昔
物
語
熊
で
の
「
受
領
」
に
お
け
る
ま
わ
り
道
を
避
け
る
の

も
'
そ
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
た
と
え
ば
'
恋
と
か
旅
と
か
'
女

の
1
生
と
か
'
ま
た
は
、
烏
と
か
風
と
か
雨
と
か
涙
と
か
'
生
活
に
即
し
て
組

ん
で
み
れ
ば
、
「
古
典
」
は
'
数
字
で
蘇
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
(

托
1
0
)

そ
し
て
、
今
'
三
た
び
の
転
換
点
に
立
っ
て
'
や
は
り
、
貫
こ
う
と
努
め
て

き
た
「
主
題
」
に
よ
る
統
合
の
「
教
室
」
を
完
成
さ
せ
た
い
と
思
う
O
右
の
「

古
典
」
に
お
け
る
あ
り
よ
う
は
'
す
な
わ
ち
'
「
現
代
」
と
「
古
典
」
と
の
あ

る
べ
き
関
係
を
'
再
考
さ
せ
る
。

先
年
'
「
近
代
小
説
論
」
　
(
江
4
)
の
1
年
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
'
学
習
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者
は
、
こ
う
ふ
り
返
っ
て
い
た
。

○
　
沢
山
の
小
説
に
'
自
分
で
考
え
な
が
ら
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
'
教

i
S
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
H
I
b

科
書
に
く
ら
ペ
る
と
'
こ
の
授
業
の
方
が
'
本
当
に
現
国
を
や
っ
た
、
と
云
う

気
が
す
る
。
そ
れ
は
'
ま
た
'
作
文
に
よ
っ
て
'
日
頃
あ
ま
り
物
部
を
考
え
な

ia;

い
悪
い
状
憩
を
、
多
い
に
、
反
省
で
き
た
と
思
う
。
作
文
も
イ
ヤ
で
は
な
く
な

▼
マ

っ
た
L
t
雷
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
今
ま
で
1
5
の
作
品
を
'
自
分
な
り
に
、
こ
な

し
て
き
た
気
持
ち
に
な
っ
て
'
大
変
'
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
高
校
に
入
っ
て

こ
ん
な
授
共
は
'
今
ま
で
'
な
か
っ
た
と
思
う
。

○
　
社
会
の
情
勢
に
目
を
つ
ぶ
り
'
自
分
や
自
分
の
ま
わ
り
の
こ
と
だ
け
見

つ
め
て
生
き
て
い
け
ば
、
そ
ん
な
に
苦
し
ん
だ
り
し
な
く
て
も
'
よ
か
っ
た
も

の
を
'
あ
ま
り
に
も
多
く
の
作
家
が
'
文
学
の
た
め
に
'
社
会
の
た
め
に
'
我

が
身
を
傷
つ
け
て
い
る
。
文
学
者
た
る
使
命
感
ゆ
え
だ
ろ
う
か
。
文
学
の
道
と

は
'
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
る
。
-
こ
れ
が
'
私
の
一
年
間
を
通
じ
て
'
痛
切

に
感
じ
ら
れ
た
節
1
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
ふ
り
返
っ
て
み
て
、
わ
た
し
の
目
標
は
'
い
っ
そ
う
具
体
的
に
見
え
、

同
時
に
t
よ
り
具
体
的
な
困
難
が
'
目
の
前
に
た
ち
は
だ
か
る
O
 
l
歩
進
み
た

い
。

お
わ
り
に

み
ん
な
走
っ
て
い
る
。
「
国
語
」
教
室
も
'
走
っ
て
い
る
。
走
り
な
が
ら
、

わ
た
し
た
ち
は
'
と
み
に
寡
黙
に
な
っ
て
き
た
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。①

.
能
力
主
義
か
ら
人
間
性
の
重
視
へ

②
　
精
選
と
ゆ
と
り

⑤
　
基
碇
的
な
こ
と
が
ら
の
重
視

.
①
　
「
表
現
」
力
の
養
成

新
し
い
「
指
導
要
領
」
は
'
こ
れ
ら
を
目
指
し
、
「
教
室
」
の
主
体
的
判

断
・
自
発
的
創
意
工
夫
を
求
め
て
い
る
。
「
教
室
」
が
、
琴
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

「
能
力
主
義
」
は
'
ど
う
反
省
さ
れ
た
の
か
。
「
精
選
」
は
、
「
ゆ
と
り
」

を
生
み
え
る
か
。
「
基
礎
」
は
'
「
寡
黙
」
を
'
「
人
間
性
」
の
名
に
お
い
て

救
い
え
る
か
。

わ
た
し
た
ち
は
'
日
々
の
深
刻
な
困
惑
の
中
に
あ
っ
て
'
こ
れ
ら
の
問
い

に
'
「
教
室
」
の
中
か
ら
こ
そ
'
今
や
'
具
体
的
な
管
見
を
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
「
主
題
に
よ
る
統
合
の
試
み
」
は
'
お
も
に
'
「
わ
た
し
の
r
現
代

国
語
』
教
室
」
の
実
践
の
中
か
ら
展
望
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
践
の
中
で
問
い

つ
づ
け
た
い
。

注
l
　
評
論
文
教
材
で
の
授
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
わ
た
し
の
授
業

計
画
」
　
(
筑
摩
軍
停
刊
「
現
代
国
語
」
3
学
習
指
導
の
研
究
)
を
参
照

さ
れ
た
い
。

2
　
小
説
教
材
で
の
相
互
批
評
の
実
際
に
つ
い
て
は
'
拙
稿
「
わ
た
し
の

I
.
.
-
.
.
-
∴
-
-
'
蝣
-
'
蝣
'
.
I
"
¥
>
　
:
'
'
-
二
三
㌦
一
・
-
・
J
・
　
-
二
m
r
y
-
-
.
;
-
'

育
研
究
」
二
四
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3
'
詩
教
材
で
の
実
践
例
に
つ
い
て
は
'
拙
稿
「
わ
た
し
の
r
現
代
国

語
』
教
室
(
1
)
-
-
伊
東
静
雄
へ
の
入
り
口
　
-
　
(
同
二
三
号
)
を

参
照
さ
れ
た
い
。
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4
・
「
r
古
く
し
意
欲
を
　
-
　
F
現
代
国
語
』
学
習
体
系
に
お
け
る
作
文

教
育
の
目
標
　
-
　
(
抄
)
J
　
(
「
教
育
委
員
会
制
度
発
足
三
十
周
年
記

念
研
究
論
文
集
」
大
阪
府
教
育
委
員
会
)

5
　
昭
和
五
十
四
年
度
広
島
大
学
付
属
中
・
高
等
学
校
中
等
教
育
研
究

会
'
国
語
部
会
'
「
r
国
語
I
J
l
の
授
業
の
試
み
1
」
な
ど
。

6
　
俳
句
教
材
で
の
実
践
例
に
つ
い
て
は
'
「
わ
た
し
の
F
現
代
国
語
し

教
室
(
≡
)
「
-
近
代
俳
句
へ
の
r
脇
』
ト
-
(
i
九
七
八
・
八
・
l

二
'
虎
島
大
学
教
育
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
口
再
発
表
。
)
で
示

~
し
た
。

7
　
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
端
役
た
ち
(
1
)
　
-
　
「
'
j
患
」
.
の
村
人
-

-
」
.
(
大
阪
府
立
替
中
高
等
学
校
研
究
紀
要
「
空
陵
」
六
号
)
也

8
 
~
た
と
え
隼
　
「
末
摘
花
が
b
近
江
君
へ
」
野
村
精
t
　
(
「
日
本
文

~
学
」
昭
和
三
十
三
年
二
月
。
)

9
　
「
高
等
学
校
の
国
語
科
古
典
と
現
代
国
語
」
高
橋
和
夫
(
「
実
践
国

語
」
昭
和
三
十
七
年
三
月
)

1
0
　
「
あ
る
教
室
か
ら
」
　
(
昭
和
四
十
六
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会

秋
季
研
究
集
会
・
国
語
教
育
研
究
協
議
会
で
口
頭
発
表
。
)

(
1
九
八
〇
二
・
二
九
記
)

(
大
阪
府
立
豊
中
高
等
学
校
教
諭
)
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