
第
六
期
国
定
国
語
教
科
書
に
お
け
る

「
れ
る
・
ら
れ
る
」
語
法
事
象
の
考
察

1
九
五
二
年
五
月
'
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
が
発
表
さ
れ
'
日
常
の
言
語
生

活
に
お
け
る
7
定
の
規
範
が
提
示
さ
れ
た
.
そ
の
第
六
項
「
動
作
の
こ
と
ば
」

は
'
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
Q

動
詞
の
敬
語
法
に
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ

第
1
の
「
れ
る
」
　
「
ら
れ
る
」
の
型
は
'
受
け
身
の
言
い
方
と
ま
ざ
ら
わ
し

い
欠
点
は
あ
る
が
'
す
べ
て
の
動
詞
に
規
則
的
に
つ
き
t
か
つ
簡
単
で
も
あ
る

の
で
'
む
し
ろ
将
来
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
-

第
二
の
「
お
I
に
な
る
」
の
型
を
「
お
I
に
な
ら
れ
る
」
と
い
う
必
要

は
な
い
。

第
三
の
型
は
'
い
わ
ゆ
る
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
で
あ
っ
て
へ
こ
れ
か
ら
の
平
明

・
簡
素
な
敬
語
と
し
て
は
'
お
い
お
い
に
す
た
れ
る
形
で
あ
ろ
う
。

竹

　

本

　

伸

　

介

こ
の
よ
う
に
、
I
の
型
の
敬
語
法
は
'
「
平
明
・
簡
素
な
新
し
い
敬
語
法
」

(
ま
え
が
き
)
　
で
'
適
用
範
囲
の
広
い
語
法
と
し
て
授
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
語
法
の
歴
史
的
生
命
力
に
つ
い
て
、
浜
田
敦
氏
は
'

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
-
-
受
身
・
使
役
な
い
し
敬
語
の
意
味
を
表
わ
す
と
い
わ
れ
る
F
る
=
ら

る
j
 
r
す
・
さ
す
』
な
ど
を
除
い
て
'
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
助
動
詞
が
'
中
位

に
入
る
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
話
し
こ
と
ば
か
ら
失
わ
れ
て
い
-
か
'
又
た
と
い
全
く

失
わ
れ
は
し
な
い
に
し
て
も
、
大
部
分
の
活
用
形
が
欠
け
て
'
言
わ
ば
多
分
に

助
詞
的
な
形
式
に
な
っ
て
行
-
と
い
う
傾
向
が
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
.
こ
の

よ
う
な
点
で
も
た
し
か
に
受
身
・
使
役
の
意
味
の
も
の
は
、
他
の
助
動
詞
か
ら

一
応
区
別
さ
れ
て
よ
い
、
特
別
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
①

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
生
命
力
を
も
つ
語
法
を
'
質
的
に
さ
さ
え
る
も
の
と
し

て
'
日
本
人
の
表
現
と
理
会
の
慣
習
的
基
本
構
造
を
想
定
し
う
る
。
す
な
わ
ち
'

そ
れ
は
'
言
語
倫
理
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
O

既
に
'
富
士
谷
御
杖
の
所
論
に
'
そ
の
萌
芽
的
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

I
S

「
俳
謂
天
水
披
抄
」
の
「
被
身
」
(
「
る
」
)
の
項
の
説
明
に
お
い
て
、
「
上
ノ

瑚
別
ノ
条
下
ニ
イ
ヒ
シ
'
ワ
ガ
御
国
言
ノ
心
エ
ヲ
恩
ヒ
ア
ハ
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
。

そ
の
「
め
り
」
の
項
に
次
の
説
明
が
あ
る
。
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「
わ
が
大
都
同
は
'
す
べ
て
何
事
も
わ
れ
よ
り
は
じ
む
る
を
、
ち
は
や
ぶ
る

あ
ら
ぶ
る
と
て
'
あ
し
き
事
に
を
L
へ
た
ま
ひ
し
は
'
た
と
ひ
人
容
れ
て
も
へ

し
ひ
ど
と
ゝ
な
り
て
'
無
益
な
れ
ば
之
'
さ
れ
ば
何
事
に
も
あ
れ
、
人
の
か
な

た
よ
り
恩
ふ
所
こ
そ
'
ま
こ
と
に
わ
が
情
の
通
徹
し
た
る
に
は
あ
れ
と
て
'
よ

ろ
づ
言
行
と
も
に
、
か
れ
が
心
よ
り
お
こ
ら
ん
事
を
む
ね
と
す
'
こ
ゝ
を
も
て
'

耶
が
ら
に
よ
り
て
'
矧
引
と
定
め
て
い
ふ
時
は
'
正
面
と
成
て
ち
は
や
ぶ
る
詞

と
な
る
べ
き
に
は
'
わ
ざ
と
未
決
に
な
し
て
酬
引
と
よ
む
事
あ
る
な
り
'
こ
れ

我
御
閥
言
の
大
か
た
の
心
得
Z
t
」
◎

経
験
的
箭
机
に
基
づ
-
「
我
御
圃
言
の
大
か
た
の
心
柑
」
に
は
、
慣
習
的
言

語
倫
理
へ
の
意
識
が
あ
る
。
こ
の
経
験
的
意
識
の
論
班
を
開
明
化
し
た
も
の
と

し
て
'
大
野
晋
氏
の
次
の
所
論
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
。

「
ル
二
フ
ル
、
ス
・
サ
ス
は
助
動
詞
と
さ
れ
て
い
る
。
助
動
詞
と
し
て
は
他

に
'
ツ
'
ヌ
'
ク
リ
'
-
'
キ
'
ケ
リ
ヘ
　
ム
へ
　
ラ
ム
'
ケ
ム
'
ラ
シ
'
マ
シ
等

ミ
多
く
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
助
動
詞
が
動
詞
に
つ
い
て
行
-
場
合
は
へ
そ

の
配
列
に
順
序
が
あ
っ
て
'
ル
・
ラ
ル
ヘ
　
ス
・
サ
ス
は
'
動
詞
の
直
下
に
つ
い

て
、
他
の
助
動
詞
が
ル
二
フ
ル
'
ス
・
サ
ス
に
先
ん
じ
て
動
詞
と
の
問
に
介
在

す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
'
ル
・

ラ
ル
は
動
詞
の
動
作
・
作
用
・
状
態
が
'
自
然
に
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、
肯
定
・
否
定
・
推
量
・
回
想
・
完
了
そ
の
他
'
も
ろ
も
ろ
の
'
助
動
詞

と
し
て
の
認
定
に
先
立
っ
て
明
示
す
る
役
を
符
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

古
代
日
本
人
の
意
識
に
お
い
て
'
あ
る
動
作
が
行
わ
れ
れ
ば
そ
れ
が
'
自
然
の

成
立
か
、
作
為
的
成
立
か
に
非
常
に
探
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
結
果
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
⑧

こ
の
よ
う
に
'
日
本
人
の
「
自
然
の
成
立
」
の
意
識
の
言
語
慣
習
法
と
し
て
'

「
る
‥
り
る
　
(
れ
る
‥
ら
れ
る
)
」
の
語
法
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
れ
る
‥
ら
れ
る
」
の
語
法
を
'
「
自
発
・
可
能
・
受
身
・
尊
敬
」
と
機
械

的
に
四
分
現
す
る
こ
と
を
自
己
目
的
化
す
る
語
法
教
育
は
不
毛
で
あ
る
。
国
語

教
育
に
お
け
る
語
法
教
育
は
、
荒
し
'
慣
習
的
言
語
倫
理
意
識
の
獲
得
に
こ
そ
'

そ
の
本
質
は
あ
る
。
当
該
語
法
は
'
そ
の
意
味
で
国
語
教
育
に
お
け
る
語
法
教

育
の
中
核
的
語
法
た
り
う
る
。

本
考
察
は
'
国
語
教
育
に
お
け
る
語
法
教
育
の
可
能
体
系
の
歴
史
的
探
究
を
'

教
科
書
に
お
け
る
語
法
体
系
を
と
ら
え
な
お
す
研
究
の
]
環
と
し
て
あ
る
。

今
回
は
'
第
六
期
国
定
国
語
教
科
雷
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
第
六
期
国
定

国
語
教
科
書
は
'
国
定
最
後
の
国
語
教
科
書
で
あ
り
'
「
教
科
書
を
教
え
る
」

国
語
教
育
か
ら
、
「
教
科
書
で
(
も
)
教
え
る
」
国
語
教
育
へ
と
転
回
す
る
時
期

に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
慣
習
的
言
語
倫
理
を
意
識
的
に
組
織
体
系
化
し
た
も

の
が
国
語
教
科
書
で
あ
る
が
'
そ
の
意
味
で
第
六
期
国
定
国
語
教
科
書
は
'
戦

前
の
言
語
倫
刑
の
総
括
で
あ
り
'
戦
後
の
出
発
で
も
あ
る
。

二

第
六
期
国
定
国
語
教
科
書
に
お
け
る
「
れ
る
‥
ら
れ
る
」
語
法
の
提
出
状
況

は
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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班
に
各
用
法
別
に
お
け
る
樫
不
状
況
は
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

計

以
下
'
各
用
法
ご
と
に
、
考
察
を
す
す
め
る
。

1

　

受

　

身

受
身
の
用
法
は
'
当
該
語
法
申
出
も
多
-
'
三
八
二
例
で
あ
る
。
全
休
の
七

六
二
%
を
占
め
て
い
る
。
.

こ
の
用
法
に
つ
い
て
、
松
村
明
氏
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
托
戸
語
に
比
べ
て
'
明
治
期
の
東
京
語
で
は
、
r
れ
る
‥
り
れ
る
3
,
は
受

身
の
意
味
・
用
法
を
中
心
に
発
達
が
見
ら
れ
る
。
江
戸
語
で
受
身
が
用
い
ら
れ

る
の
は
'
受
身
の
主
体
が
生
物
で
'
あ
る
物
の
た
め
に
そ
の
主
体
が
迷
惑
を
蒙

っ
た
り
'
苦
し
め
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
明
治
期
に
お
い
て
は
、
受
身
の
主
体
は
無
生
物
に
も
用
い
ら

れ
'
迷
惑
と
か
不
本
意
と
か
い
う
よ
う
な
狭
い
範
囲
の
こ
と
で
な
-
'
ひ
ろ
-

白
山
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
翻
訳
文
な
ど
'
西
洋
語
脈
の
言

い
方
か
ら
の
影
響
も
多
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
受
身
の
言
い
方
の

中
で
も
へ
特
に
こ
の
時
期
に
発
達
し
た
と
見
ら
れ
る
の
は
'
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

ツ
イ
眼
下
に
瓦
茸
の
大
家
根
の
'
繋
然
と
し
て
略
っ
て
ゐ
る
の
が
笥
川

副
。
(
山
田
芙
妙
「
武
蔵
野
」
)

此
の
色
々
の
昆
ハ
皆
太
陽
で
共
の
グ
ル
-
に
多
分
回
ツ
て
居
る
惑
星
が
あ
る

・
蝣
.
'
.
蝣
'
-
;
∴
一
I
 
l
l
"
*
-
*
'
l
∴
　
∴
,
 
-
'
(
5
3
"
i
:
r
∴
コ
…
　
:
-
蝣
蝣
-
・
;
¥
-
∴
い
1
:
-
 
-
!
I

こ
れ
は
'
動
作
主
が
不
特
定
の
者
か
あ
る
い
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
'

受
身
の
言
い
方
と
し
て
も
投
然
と
し
た
表
現
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
受
身

は
'
明
治
二
〇
年
前
後
で
は
、
輯
説
の
筆
記
な
ど
に
多
-
出
て
-
る
と
い
わ
れ
'

公
用
語
の
中
で
発
達
し
、
後
の
昭
和
期
に
お
い
て
も
'
公
用
語
の
中
で
'
特
に

好
ん
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
」
①

こ
こ
で
は
'
第
三
の
用
法
は
別
項
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
t
 
u
迷
惑
の
受
身
'

i
i
非
情
の
受
身
の
項
別
に
'
考
察
す
る
0

m
　
迷
惑
の
受
身

こ
の
用
法
は
'
歴
史
的
に
み
て
も
'
斑
も
7
娘
的
な
受
身
の
表
現
で
あ
る
1
.

こ
の
用
法
の
提
示
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
.
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計

総
用
例
数
は
、
受
身
の
全
用
例
の
五
五
・
二
%
で
あ
る
。

・
以
下
,
各
巻
ご
と
、
当
該
語
法
に
対
応
す
る
主
語
を
中
心
に
し
て
考
察
を
加

え
,
主
語
の
有
す
る
受
身
関
係
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

・
「
こ
く
三
」
　
主
語
「
お
月
T
U
ん
の
-
に
へ
お
い
で
の
か
た
」
。
夢
の

世
界
で
,
武
器
を
解
除
さ
れ
る
以
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
竺
教
材

の
「
な
か
よ
し
こ
よ
し
」
の
理
念
に
対
応
す
る
。

・
「
こ
く
ご
三
」
　
主
語
r
わ
に
ざ
め
」
。
「
自
う
さ
ぎ
」
教
材
二
旦
話
的
伝

説
世
界
で
、
わ
に
ざ
め
が
欺
か
れ
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
「
こ
く
ど
四
」
-
-
主
語
「
み
ん
な
元
童
)
」
「
か
っ
ち
ゃ
ん
(
膿
の
名
)
」

「
エ
ス
さ
ま
」
「
天
人
」
な
ど
。
先
生
と
の
人
間
関
係
'
童
話
的
他
界
で
鳥
と

丁
体
と
な
っ
た
人
間
と
の
関
係
'
形
而
上
的
存
在
と
の
関
係
と
'
二
学
年
の
後

期
に
お
い
て
は
'
.
学
習
主
体
の
生
活
現
実
的
・
空
想
的
・
崇
敬
的
関
係
把
握
意

識
が
、
受
身
の
関
係
と
し
て
'
組
織
さ
れ
て
い
る
。

・
A
「
国
語
三
上
」
　
主
語
「
私
た
ち
(
政
人
化
さ
れ
た
手
紙
こ
な
ど
。
手
紙

が
政
人
化
さ
れ
・
様
々
な
人
の
手
を
経
て
届
け
ら
れ
る
過
程
を
示
し
、
社
会
的

関
係
が
措
か
れ
て
い
る
.
他
は
'
身
近
な
人
間
関
係
'
す
な
わ
ち
「
お
じ
い
さ

ん
」
　
「
弟
」
　
「
お
と
う
さ
ん
」
と
の
関
係
が
挺
示
さ
れ
て
い
る
。

,
.
ー
「
国
語
三
下
」
-
・
・
・
主
語
「
は
お
り
の
み
こ
と
」
な
ど
。
神
話
的
人
物
が
登

場
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
神
話
的
世
界
が
提
示
さ
れ
、
童
話
的
惟
界
・
現
実

的
世
界
で
の
人
間
(
動
物
)
関
係
が
'
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。

・
「
国
語
四
上
」
　
主
語
「
兄
」
な
ど
.
兄
が
先
生
に
は
め
ら
れ
た
の
を
弟

覆
点
人
物
)
が
紺
-
と
い
う
多
角
的
人
間
関
係
が
登
場
し
'
同
級
生
間
の
集

団
関
係
意
識
も
登
場
し
て
-
る
。
ま
た
'
現
実
世
界
で
の
人
間
以
外
の
生
物
に

同
化
し
,
人
間
と
の
受
身
関
係
を
表
現
す
る
方
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

,
「
国
語
四
申
」
-
-
当
該
語
法
の
握
出
度
は
'
第
四
学
年
が
最
高
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
も
へ
こ
の
巻
が
群
を
抜
い
て
多
い
。
主
語
「
み
に
-
い
あ
ひ
る
の

子
」
な
ど
。
「
み
に
-
い
あ
ひ
る
の
子
」
が
'
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も
日
立
し

て
い
く
過
程
に
t
,
当
該
語
法
が
頻
出
し
て
い
る
。
疎
外
的
受
身
の
関
係
か
ら
'

そ
の
関
係
が
変
革
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
'
こ
の
語
法
は
、
疎
外
の
重
圧
や
変
革

の
苦
し
み
を
表
現
す
る
の
に
、
有
効
に
機
能
し
て
い
る
.

,
「
国
語
四
下
」
-
-
主
語
「
く
も
(
蜘
妖
)
」
な
ど
。
み
に
-
い
蜘
妹
が
'
様

々
な
受
身
的
関
係
を
経
て
'
精
神
的
に
高
ま
っ
て
い
-
過
程
を
当
該
語
法
が
支

え
て
い
る
。
「
国
語
四
申
」
に
お
け
る
主
用
法
よ
り
、
椅
神
的
に
醇
化
さ
れ
た

性
界
に
対
応
し
て
い
る
。
動
物
と
人
間
と
の
友
好
的
関
係
'
同
級
生
問
の
い
さ

か
い
と
仲
直
り
の
関
係
な
ど
も
'
示
さ
れ
て
い
る
。

・
「
国
語
五
上
」
-
-
主
語
「
豊
田
佐
吉
」
「
御
木
本
幸
吉
」
「
次
郎
か
じ
ゃ
」

な
ど
。
非
難
を
受
け
な
が
ら
も
自
ら
の
研
究
に
没
頭
し
、
つ
い
に
は
成
功
す
る

豊
田
佐
吉
と
御
木
本
幸
吉
の
苦
難
の
有
効
な
表
現
と
し
て
'
こ
の
語
法
は
機
能

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
'
「
み
に
-
い
あ
ひ
る
の
子
」
を
よ
り
リ
ア
ル
に
発
展

さ
せ
た
惟
界
の
構
築
が
'
意
図
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
古
典
の
世
界
に
お
け
る
'

下
男
の
身
分
関
係
意
識
と
も
へ
こ
の
語
法
は
対
応
し
て
い
る
。
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'
「
国
語
五
申
」
　
　
主
語
「
太
郎
」
　
「
命
の
わ
か
葉
」
な
ど
?
太
郎
が
い
ろ

い
ろ
な
人
間
関
係
か
ら
、
道
極
的
意
識
を
啓
発
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
'
太
郎

が
種
々
の
制
約
を
受
け
る
の
に
'
こ
の
語
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
命
の
わ

か
葉
」
は
比
職
的
表
現
だ
が
'
こ
の
よ
う
な
抽
象
度
の
高
い
位
界
に
も
こ
の
語

法
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

'
「
国
語
五
下
」
-
-
・
主
語
「
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
」
な
ど
。
へ
レ
ソ
・
ケ
ラ
ー

が
'
サ
-
パ
ン
先
生
に
導
か
れ
て
'
解
放
さ
れ
て
い
-
過
程
に
こ
の
語
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
導
か
れ
る
関
係
と
闇
の
重
圧
の
表
現
に
対
し
て
'
用
い
ら
れ

て
い
る
。

・
「
国
語
六
上
」
・
・
・
-
主
語
「
ガ
リ
レ
オ
」
な
ど
。
迫
害
に
表
面
的
に
は
屈
し

て
も
'
自
ら
の
信
条
は
捨
て
な
か
っ
た
ガ
リ
レ
オ
の
'
迫
害
と
の
対
応
関
係
を
'

こ
の
語
法
は
表
現
し
て
い
る
。

・
「
国
語
六
中
」
-
-
主
語
「
人
」
「
人
間
」
「
祖
先
」
な
ど
。
抽
象
度
の
高

い
主
語
が
対
応
し
て
い
る
。
人
間
を
'
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
抽
象
的
関
係

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
う
け
ら
れ
名
。

.
「
国
語
六
下
」
・
-
・
主
語
「
私
」
　
「
幸
福
」
「
不
正
」
な
ど
。
私
の
視
点
か

ら
'
新
島
巽
や
ホ
ラ
ン
ド
博
士
に
学
恩
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の
自
覚
と
当
該

語
法
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
'
尊
敬
語
法
と
の
連
関
に
お
い
て
堪
え
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
幸
福
」
「
不
正
」
は
'
擬
人
的
戯
曲
に
お
け
る
主
語

で
あ
る
の
で
こ
の
項
に
入
れ
た
が
へ
そ
の
寓
話
性
は
'
「
迷
惑
」
・
「
非
情
」
の

概
念
を
統
合
し
、
高
次
の
観
念
的
世
界
を
構
築
す
る
要
素
と
し
て
組
織
さ
れ
て

い
る
。惚

　
非
情
の
受
身

こ
の
用
法
は
'
無
生
物
を
主
語
と
し
て
'
利
害
の
感
情
の
伴
わ
な
い
表
情
で

あ
る
。こ

の
用
法
の
提
示
状
況
は
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

計

総
用
例
数
は
、
受
身
会
用
例
数
の
四
四
・
八
%
で
あ
る
。

以
下
'
各
巻
ご
と
'
当
該
語
法
に
対
応
す
る
主
語
を
中
心
に
考
察
を
加
え
'

主
語
の
特
質
と
系
統
性
を
'
.
学
習
者
の
認
識
と
の
連
関
に
お
い
て
'
捉
え
て
い

き
た
い
。

・
「
こ
-
ど
こ
・
-
=
主
語
「
じ
」
　
「
え
」
。
学
校
生
活
に
お
い
て
身
近
な
も

の
が
選
ば
れ
て
い
る
。
動
作
主
が
書
か
れ
て
な
い
と
こ
ろ
に
'
学
習
者
を
誘
い

込
む
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

.
「
こ
く
ご
三
」
・
・
・
-
主
語
「
ば
-
の
道
」
。
こ
の
道
は
'
生
物
・
無
生
物
未

分
化
の
も
の
で
あ
り
'
心
理
的
に
は
'
迷
惑
の
受
身
に
属
す
る
。

・
「
こ
く
ご
四
」
主
語
「
雪
」
　
「
で
ん
き
」
。
「
雪
」
は
'
散
文
詩
に
近
い
文
体

で
あ
り
'
幻
想
的
な
仕
界
に
ひ
た
る
視
点
人
物
と
7
休
と
な
っ
て
い
る
。
「
で

ん
き
」
は
'
擬
人
法
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

・
「
国
語
三
上
」
-
-
主
語
「
川
」
「
た
い
よ
う
ね
つ
」
「
石
炭
」
「
文
」
。
こ
の

期
に
至
っ
て
'
客
体
と
し
て
の
無
生
物
が
主
語
と
し
て
登
場
す
る
。
人
間
の
生

活
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
選
ば
れ
て
い
る
。
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・
「
国
語
三
下
」
　
　
主
語
「
か
か
し
」
　
「
小
さ
な
鉄
の
ね
じ
」
な
ど
。
政
人

化
さ
れ
た
用
法
で
は
あ
る
が
'
人
間
と
の
関
係
・
役
割
な
ど
が
'
各
々
の
主
語

の
立
場
で
r
 
t
表
現
さ
れ
て
い
る
。

■
　
「
国
語
田
上
」
・
・
-
・
主
語
「
「
手
」
と
い
う
こ
と
ば
」
　
「
お
し
問
答
」
「
か
た

ち
」
_
「
こ
ん
な
の
　
(
作
文
例
)
]
3
　
「
こ
-
ど
こ
の
,
「
じ
」
　
「
え
」
の
発
展
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
沸
源
は
巻
1
の
第
1
教
材
の
「
き
れ
い
な
こ

と
ば
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
・
「
国
語
田
中
」
-
-
主
語
「
ち
つ
じ
ょ
」
な
ど
。
社
会
的
関
係
を
表
現
す
る

抽
象
語
が
t
.
登
場
し
て
き
た
。

・
「
国
語
四
下
」
-
-
「
は
り
が
ね
」
　
「
へ
や
」
　
「
文
明
の
利
器
」
な
ど
。
人

間
が
動
物
保
護
の
た
め
に
奔
走
す
る
と
き
の
表
現
で
あ
る
。
あ
る
日
的
を
も
っ

た
人
間
的
営
為
を
'
・
人
間
を
出
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
リ
ア
-
テ
ィ
ー
を

表
現
で
き
る
語
法
で
あ
る
。

・
「
国
語
五
上
」
「
　
主
語
「
天
然
し
ん
じ
ゅ
と
ま
っ
た
-
同
じ
で
あ
る
こ

と
」
な
ど
。
論
理
が
主
語
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
主
語
「
豊
田
式
人
力

織
槻
」
や
「
し
ん
じ
ゅ
」
は
、
「
-
ふ
う
」
や
「
科
学
的
研
究
」
と
と
も
に
'

豊
田
佐
吉
・
御
木
本
幸
吉
の
執
念
を
確
実
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
川
の
項

と
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
を
。
・

・
「
国
語
五
中
」
-
・
・
・
主
語
「
か
な
し
み
・
い
た
み
」
な
ど
。
感
情
を
表
わ
す

語
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
,

・
「
国
語
五
下
」
-
-
主
語
「
伝
説
」
　
「
短
い
文
」
な
ど
。
歴
史
的
な
物
事
の

主
語
が
、
こ
の
巻
を
特
色
づ
け
て
い
る
.
第
十
教
材
「
あ
る
写
真
帳
」
が
'
小

文
化
史
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
へ
　
こ
の
時
政
を
支
え
て
い
る
。

・
「
国
語
六
上
」
-
-
主
語
「
国
」
・
「
日
々
」
な
ど
。
「
国
」
が
'
主
語
と
し

て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
「
日
々
」
と
い
う
時
間
の
概
念
が
主
語
と
な
り
'
そ

こ
に
普
遍
的
生
き
方
を
表
現
し
て
い
る
。

・
「
国
語
六
中
」
-
-
主
語
「
気
流
の
じ
ゅ
ん
か
ん
」
　
「
心
」
セ
ど
。
自
然
科

学
的
対
象
が
'
主
語
に
多
Y
登
場
す
る
。
こ
と
ば
に
関
す
る
主
語
が
'
「
心
」

と
語
法
的
に
も
連
関
を
得
て
い
る
。

・
「
国
語
六
下
」
-
・
・
主
語
「
ロ
ー
マ
字
」
「
浜
字
」
な
ど
3
他
の
主
語
に
「
日

本
語
」
　
「
源
氏
物
語
や
枕
草
子
」
が
あ
る
7
方
'
「
ロ
ー
マ
字
」
が
挺
示
さ
れ

て
い
る
。
比
較
文
化
的
な
視
点
が
設
定
さ
れ
'
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
獲
指
さ

せ
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。

2
∵
可
∴
能

可
能
の
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
語
法
は
'
江
戸
語
に
比
べ
て
'
明
治
期
で
は
減

退
し
て
き
て
い
る
。
可
能
動
詞
の
進
出
に
よ
る
七
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
・

る
。~

こ
の
用
法
は
、
四
六
例
で
あ
る
。
全
て
の
用
例
の
九
二
%
で
あ
り
'
堆
敬

の
用
法
よ
り
も
少
な
い
。
L
U
の
用
法
に
お
い
て
は
'
次
の
よ
う
な
分
類
法
で
考

察
を
す
す
め
た
い
。
す
な
わ
ち
へ

①
　
動
作
・
作
用
の
仕
手
の
能
力
に
重
点
を
お
-
可
能
。

㊥
　
動
作
・
作
用
の
行
な
わ
れ
る
外
的
条
件
に
重
点
を
お
-
可
能
。

S
　
外
的
条
件
が
制
約
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
。

の
　
外
的
条
件
が
実
現
さ
せ
る
場
合
。
◎

(
㊥
・
川
と
'
自
発
と
の
1
線
を
画
す
の
は
'
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
)

各
用
例
数
は
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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下

下

下

下

計

一
以
下
'
各
用
法
ご
と
に
'
考
察
を
す
す
め
る
。

川
　
①
の
用
法
・

主
語
の
能
力
を
表
現
す
る
当
該
語
法
は
少
な
い
。
代
表
的
な
例
を
示
す
と
'

・
用
例
l
　
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
の
光
に
た
え
引
州
引
幸
福
の
粁
　
(
「
国
語
六
下
」
)

・
用
例
2
　
ふ
つ
う
の
人
間
に
は
、
そ
れ
が
見
つ
け
引
抑
な
い
。

(
「
国
語
六
下
」
)

主
語
の
能
力
を
表
現
す
る
用
法
は
'
多
-
可
能
動
詞
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
。B

　
&
・
的
の
用
法

動
作
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
表
わ
す
表
別
方
法
は
、
当
該
語
法
の
可
能
表
現

の
本
質
と
い
い
う
る
。

∵
代
表
的
な
例
を
示
す
と
t

.
:
.
用
例
l
　
た
ペ
も
の
も
じ
.
ゆ
う
ぶ
ん
た
ペ
劃
利
と
い
う
わ
け
だ
。

(
「
国
語
三
下
」
)

用
例
2
　
ち
ょ
っ
と
の
ま
も
行
か
れ
な
い
の
で
す
。
　
　
(
「
国
語
六
下
」
)

小
松
寿
雄
氏
は
'
チ
ェ
ソ
バ
レ
ソ
の
示
唆
に
富
む
着
想
を
次
の
よ
う
に
紹
介

し
て
い
る
。

「
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
t
 
F
れ
る
j
 
r
ら
れ
る
j
に
よ
る
可
能
表
現
と
可
能
動
詞

に
よ
る
そ
れ
と
の
問
に
意
味
上
の
差
異
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
わ
ゆ
る

可
能
動
詞
に
よ
る
可
能
　
(
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
s
 
i
n
 
e
r
u
)
と
r
れ
る
」
で
ら
れ

る
」
に
よ
る
可
能
~
(
t
h
e
t
r
u
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
i
n
a
r
e
r
u
a
n
d
r
a
r
e
r
u
)
　
の

違
い
は
'
前
者
が
p
h
y
s
i
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
を
表
わ
す
偵
向
を
も
ち
t
 
m
a
y
よ
り

も
c
a
n
に
近
く
,
1
方
後
者
は
m
o
r
a
l
a
b
i
l
i
t
y
を
表
わ
す
廠
き
が
あ
っ
て
'

c
a
n
・
よ
り
も
む
し
ろ
m
a
y
に
近
い
点
に
あ
る
と
い
う
。

T
h
u
s
 
i
k
e
m
a
s
u
 
m
e
a
n
s
"
O
n
e
 
c
a
n
 
g
o
"
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
 
w
a
y
 
i
s

e
a
s
y
,
o
r
b
e
c
a
u
s
e
o
n
e
i
s
a
g
o
o
d
w
a
l
k
e
r
.
)
　
I
k
a
r
e
m
a
s
u
 
m
e
a
n
s

"
O
n
e
c
a
n
g
o
"
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
a
g
a
i
n
s
t
s
o

d
o
i
n
g
.
)
」
⑥

◎
・
S
の
用
法
が
最
も
多
い
事
実
は
、
可
能
動
詞
と
の
相
関
に
お
い
て
'
と

ら
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

仰
.
㊥
・
仰
の
用
法

自
発
の
用
法
と
区
別
す
る
の
は
難
し
い
が
'
な
お
可
能
の
意
味
の
読
み
と
れ

る
の
が
こ
の
用
法
で
あ
る
。

用
例
1
　
ふ
し
ぎ
な
味
が
感
じ
ら
~
れ
た
。
(
「
国
語
四
下
」
)

用
例
2
　
俸
わ
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
副
。

(
「
国
語
六
巾
」
)

・
こ
れ
ら
の
用
法
は
'
5
自
然
可
能
的
受
身
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
'
-
そ
れ
ら
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の
区
別
は
'
さ
ら
に
困
難
で
あ
り
'
む
し
ろ
T
紋
を
画
す
こ
と
が
不
自
然
と
増

え
て
よ
い
。

3
　
日
　
;
'
-
)

あ
る
動
作
・
作
用
が
'
そ
の
動
作
・
作
用
の
主
体
の
意
志
・
能
力
と
無
関
係

に
実
現
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
用
法
で
あ
る
.
2
可
能
矧
・
川
の
用
法
に
比
し

て
、
外
的
条
件
の
極
め
て
少
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

用
例
1
　
こ
れ
を
読
ん
だ
人
々
の
心
に
は
、
め
い
め
い
ち
が
っ
た
も
の
が
思
い

だ
さ
れ
て
-
る
。
　
(
「
買
語
五
下
」
)

用
例
2
　
校
長
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
'
ず
っ
と
前
の
こ
と
が
思
い
出

さ
れ
て
き
た
。
　
(
「
国
語
六
下
」
)

こ
の
用
法
は
、
「
国
語
四
下
」
以
後
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
'
や
は
り
'
精

神
的
蓄
積
を
要
求
す
る
用
法
で
あ
る
。

4

　

専

　

敬

金
田
弘
は
'
「
れ
る
」
型
敬
語
の
性
格
に
つ
い
て
へ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

「
こ
の
r
れ
る
型
』
の
敬
語
が
今
日
の
や
う
な
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
た
要

因
は
'
東
京
の
言
語
生
活
に
大
き
な
廼
革
を
封
し
た
と
見
ら
れ
る
言
文
1
敦
の

運
動
に
よ
る
口
語
文
の
形
成
と
'
そ
れ
を
契
機
と
し
て
常
時
偶
J
l
西
洋
の
学
問

に
刺
戟
さ
れ
て
興
っ
た
標
準
語
意
識
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
t
 
r
れ
る

聖
の
敬
語
は
文
字
こ
と
ば
(
文
語
)
　
で
の
敬
語
と
い
ふ
性
格
が
活
か
さ
れ
て
、

言
文
1
敦
の
際
に
は
そ
の
ま
ま
口
語
文
に
引
き
継
が
れ
'
更
に
又
へ
文
語
の
敬

語
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
標
準
語
意
識
と
結
び
附
い
て
'
械
準
語
の
敬
語
と
い
ふ

性
格
を
柿
び
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
東
京
語
に
新
に
形
成
さ

れ
た
棟
準
語
生
活
が
行
は
れ
る
や
へ
こ
の
敬
語
も
何
の
障
害
も
な
-
採
川
さ
れ
、

国
語
教
科
書
・
新
聞
・
ラ
ジ
オ
に
使
用
さ
れ
る
や
益
々
1
般
化
し
て
行
き
'
今

や
単
に
文
字
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
-
話
こ
と
ば
の
生
活
に
ま
で
用
ゐ
ら
れ
る
や

う
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
。
従
っ
て
'
こ
の
や
う
な
時
期
の
教
育
を
受
け
た
若
い

壮
代
の
人
々
'
或
は
、
標
準
語
生
活
を
行
っ
て
ゐ
る
知
識
層
の
人
々
の
間
で
現

在
特
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
も
の
と
恩
は
れ
る
。
」
⑳

当
該
語
法
に
よ
る
*
敬
用
法
は
'
「
国
語
四
下
」
と
「
国
語
六
下
」
に
災
申

し
て
い
る
。
「
国
語
四
下
」
に
お
け
る
こ
の
用
法
の
主
語
は
'
全
て
「
先
生
」

で
あ
る
3
そ
し
て
、
「
国
語
六
下
」
に
お
け
る
主
語
は
'
「
新
島
袈
」
と
「
ホ

ラ
ソ
ド
博
士
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
媒
介
項
と
し
て
「
ク
ラ
ー
ク
先
生
」
・
「
サ

リ
バ
ソ
先
生
」
　
「
芭
煎
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

こ
の
用
法
は
'
文
章
語
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
'
や
や
堅
い
印
象
を
与
ろ
る
。

学
校
で
の
教
師
1
学
校
と
い
う
枠
を
取
り
払
っ
た
上
で
の
師
l
学
忍
と

し
て
の
師
t
と
い
う
ふ
う
に
「
先
生
」
の
概
念
が
抽
象
化
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
.

5
　
自
然
可
能
的
受
身
の
用
法

田
中
章
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
述
べ
る
内
容
を
で
き
る
だ
け
客
観
的

事
務
的
に
表
わ
そ
う
と
す
る
表
現
法
が
'
特
に
公
用
語
と
し
て
の
面
か
ら
育
て

ら
れ
て
き
た
。
こ
の
用
法
の
位
荘
づ
け
は
難
し
い
が
'
現
代
に
お
い
て
は
、
別

項
と
し
て
独
立
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
用
法
の
用
例
を
堪
ボ
し
て
み
る
と
、

用
例
l
　
駅
の
名
も
美
し
く
よ
ま
ね
た
。
　
(
「
国
語
四
上
」
)

用
例
2
　
日
や
月
が
、
火
か
ら
西
へ
ま
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
軸
ま
す
。
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(
「
国
語
六
上
」
)

用
例
2
の
よ
う
な
用
法
は
'
表
現
者
が
表
現
者
自
身
を
自
然
的
に
成
立
さ
せ

よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

「
れ
る
・
ら
れ
る
」
の
語
法
自
体
が
、
1
元
的
に
自
然
的
実
別
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
へ
　
こ
の
語
法
を
用
い
た
語
法
組
織
体
系
に
お
い
て
、
あ
る

理
念
の
二
九
的
な
自
然
的
実
現
を
想
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

慣
習
的
言
語
倫
理
の
1
形
式
が
当
該
語
法
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
'

こ
の
形
式
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
へ
国
語
教
官
に
お
け
る

語
法
教
育
系
統
化
の
基
本
的
構
造
で
あ
る
。

第
K
期
国
定
国
語
教
科
書
に
お
け
る
「
こ
-
ど
こ
の
節
i
教
材
は
'
次
の

よ
う
に
開
示
さ
れ
て
い
る
。

一
み
ん
な
　
い
い
　
こ

お
は
な
を
か
ざ
る
、

み
ん
な
　
い
い
　
こ
O

き
れ
い
な
　
こ
と
ば
へ

み
ん
な
　
い
い
　
こ
.

な
か
よ
し
　
こ
よ
し
へ

み
ん
な
　
い
い
　
こ
。

-
西
原
段
T
氏
は
へ
　
こ
の
「
巻
1
の
出
か
た
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
。「

こ
ど
も
の
全
的
な
讃
美
と
も
、
あ
た
た
か
な
母
の
祈
り
と
も
'
お
と
な
の

心
か
ら
の
の
ぞ
み
と
も
き
こ
え
よ
う
か
。
こ
の
'
た
た
え
'
い
の
り
t
　
の
ぞ
む
'

人
間
の
心
情
の
な
か
に
'
新
し
い
こ
と
ば
の
芽
ば
え
を
感
じ
よ
う
と
す
る
に
似

て
い
る
。
こ
れ
を
思
想
的
に
、
第
1
連
は
'
象
徴
と
し
て
の
天
虫
を
'
節
二
道

は
文
化
田
家
を
、
第
三
連
は
平
和
国
家
を
象
徴
す
る
も
の
を
感
じ
'
第
1
通
に

人
間
を
、
第
二
遠
に
文
芸
を
、
第
三
遠
に
社
会
を
措
す
る
も
の
と
感
ず
る
こ
と

な
ど
は
'
も
ち
ろ
ん
1
種
の
桁
神
的
解
釈
で
あ
り
'
す
な
お
な
こ
と
ば
を
感
ず

る
に
遠
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
風
親
の
た
だ
よ
う
こ
と
は

否
め
な
い
。
」
妙

1
方
'
「
国
語
六
下
」
の
最
終
教
材
に
は
、

な
つ
か
し
い
1
年
生
3
「
こ
-
ど
こ
の
第
7
課
「
み
ん
な
　
い
い
　
こ
。
」

ほ
ん
と
う
に
み
ん
な
い
い
同
級
生
で
あ
っ
た
。

「
心
に
花
を
か
ざ
れ
。
」

と
あ
り
'
巻
7
の
第
1
教
材
と
照
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
'
1
買
し
た
組
織
意
識
が
み
ら
れ
'
そ
こ
に
、
「
人
間
」
・
「
文

芸
」
・
「
社
会
」
の
各
偵
野
へ
と
発
達
し
て
い
-
学
習
者
の
皿
念
的
イ
メ
ー
ジ
の

構
想
が
想
定
し
う
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

「
れ
る
・
ら
れ
る
」
の
語
法
に
基
づ
-
表
別
は
'
こ
の
「
社
会
」
の
班
念
に

集
約
さ
れ
る
系
統
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

学
習
者
と
い
う
1
つ
の
個
体
に
お
け
る
発
達
段
階
と
、
当
該
語
法
の
論
班
的

転
用
と
を
同
1
視
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
系
統
経
路
が
考
え
ら
れ
る
。
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受
身
1
可
能
1
番
敬

(
自
発
は
個
人
の
自
覚
意
識
を
助
成
す
る
)

尊
敬
の
用
法
は
'
四
学
年
と
六
学
年
に
集
中
し
て
い
た
。
尊
敬
的
用
法
は
'

対
人
意
識
の
7
究
極
で
あ
り
'
社
交
的
存
在
を
保
証
す
る
に
は
、
こ
の
用
法
を

最
終
的
に
位
近
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
へ
前
述
の
系
統
系
路
を
見
直
す

と
、
社
会
的
存
在
意
識
の
確
立
に
い
た
る
個
体
内
で
の
個
人
意
識
の
変
革
・
育

成
に
当
該
語
法
は
採
用
さ
れ
'
「
自
然
的
実
現
」
と
し
て
'
社
会
的
存
在
意
識

を
保
証
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

受
身
的
関
係
・
可
能
的
関
係
'
こ
れ
ら
は
'
学
習
者
の
対
外
関
係
意
識
と
「

元
化
し
う
る
も
の
だ
が
、
そ
の
意
識
が
'
個
人
意
識
の
苗
税
の
現
象
で
あ
る
自

発
的
用
法
に
醸
成
さ
れ
て
'
豊
か
な
人
間
関
係
、
す
な
わ
ち
'
精
神
的
怨
敬
関

係
へ
と
高
ま
っ
て
い
-
。

迷
憩
の
受
身
の
用
法
の
発
展
経
過
は
'
自
己
の
内
面
的
確
立
過
程
を
如
実
に

展
開
し
て
い
る
し
'
非
情
の
受
身
の
用
法
に
対
応
す
る
主
語
は
'
自
己
の
関
係

対
象
の
領
域
・
質
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
'
当
該
語
法
に
お
け
る
可
能
の
用
法
は
'
外
的
条
件
に
よ
っ
て
主
体
が

許
容
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
的
論
理
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'

外
的
条
件
と
学
習
者
と
の
相
互
媒
介
的
関
係
を
示
し
て
い
る
。

専
敬
的
用
法
は
、
対
人
関
係
意
識
の
展
開
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
生

活
現
実
的
尊
敬
の
対
人
関
係
か
ら
'
古
典
あ
る
い
は
外
国
に
お
け
る
尊
敬
的
対

人
関
係
へ
'
さ
ら
に
日
本
人
の
外
国
人
(
ク
ラ
ー
ク
博
士
)
に
対
す
る
尊
敬
忠

誠
か
ら
'
グ
ロ
ー
バ
ル
で
自
由
な
対
人
尊
敬
意
識
_
へ
と
展
開
し
て
い
る
L
?

教
材
と
の
具
体
的
連
関
へ
の
考
察
は
'
他
日
を
期
す
こ
と
と
も
て
禍
へ
.
井
上

・
^
v
?
:
-
.
'
「
卜
i
j
:
X
T
*
]
{
'
'
S
i
;
1
:
'
'
'
1
二
'
'
f
<
.
一
別
思
蝣
-
'

蝣
v
.
i
l
i
‥
z
;
~
?
∴ 分

け
て
い
る
。
こ
れ
は
私
が
か
つ
て
サ
ク
ラ
読
本
を
作
成
す
る
と
き
に
考
え
出

し
'
国
民
学
校
教
科
書
の
編
修
に
お
い
て
全
教
科
古
に
拡
充
し
た
も
の
と
大
同

小
異
で
あ
る
の
に
'
そ
れ
ら
の
歴
史
的
事
実
も
知
ら
ぬ
顔
に
'
説
述
さ
れ
て
い

る
。
」
咽
と
憤
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
前
に
お
け
る
国
語
教
育
の
伝
統
的
連

続
面
の
継
承
と
し
て
へ
　
こ
の
語
法
組
織
体
系
は
'
位
置
づ
け
ら
れ
'
明
ら
か
に

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

註①
　
「
日
本
文
法
講
座
3
」
二
二
二
～
二
T
四
ペ
　
昭
三
二
・
1
二
二
五

明
治
書
院
発
行

⑧
　
「
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
第
七
巻
」
六
〇
八
ペ
　
昭
五
四
・
八
二
二
十

思
文
閣
出
版
発
行

⑨
　
r
文
学
J
 
E
四
二

④
　
「
講
座
現
代
語
2
」　.

九一
〇二
2　号
九一

ベ　ベ

岩
波
苔
店

昭
三
九
・
三
・
1
五
　
明
治
書
院
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発
行

◎
「
舶
豊
助
詞
助
動
詞
詳
説
」
七
四
ペ
昭
四
四
・
四
・
二
二
学
燈
社
害

◎
　
同
上
古
　
七
七
ペ

①
　
r
日
本
文
学
論
究
第
十
付
し
三
7
ペ
　
昭
二
七
・
七
・
1
　
国
学
院
大
学

国
文
学
会
発
行

⑧
　
「
国
語
国
文
学
教
育
の
方
向
」
　
7
七
二
～
T
七
三
ペ
　
昭
二
四
・
五
・
三

〇
　
健
文
社
発
行

⑨
　
同
上
容
に
お
い
て
、
西
原
氏
は
教
材
1
髭
等
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'

「
昭
和
二
十
二
年
度
(
試
案
)
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
」
七
〇
ペ
以
下
な

ど
が
そ
の
出
発
点
と
な
る
。

⑲
、
「
国
語
教
育
儲
座
第
五
巻
」
六
六
ペ
　
昭
二
六
・
七
二
〇
　
刀
江
譜
院

発
行

(
本
学
附
属
申
・
高
等
学
校
教
諭
)




