
第
2
7
回
　
学
会
協
議
会
記
録
　
昭
和
6
 
1
年
8
月
1
2
日
(
火
二
三
丁
三
〇
～
〓
ハ
・
〇
〇
)

主
題
高
等
学
校
に
お
け
る
論
談
・
評
論
の
指
導

司
会
者
.
森
田
　
信
義
　
(
広
　
島
　
大
　
学
)

提
集
者
　
　
藤
本
　
博
文
　
(
広
島
=
I
t
立
五
日
市
高
校
)

提
　
案高

等
学
校
に
お
け
る
論
説
・
評
論
の
指
導

堀
　
　
春
樹
　
(
広
島
大
学
附
属
中
・
高
校
一

野
宗
　
睦
夫
　
　
　
∵
-
-
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'
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'
-
!
∴

-
　
高
校
に
お
け
る
論
説
・
評
論
の
指
導
の
問
題
点
と
そ
の
克
服
の
方
策
　
-

藤
　
　
本
　
　
博
　
　
文

私
た
ち
の
日
々
の
同
語
学
習
指
導
(
現
代
文
)
　
の
中
で
'
論
説
・
評
論
の
学

習
指
導
は
'
文
学
教
材
(
特
に
小
説
)
　
の
学
習
指
導
と
弛
ん
で
、
ほ
ば
二
本
柱

と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
3

指
導
者
と
し
て
も
'
作
品
の
主
題
の
と
ら
え
に
く
い
小
説
教
材
よ
り
も
、
作

者
の
主
張
へ
思
想
な
ど
が
と
ら
え
や
す
く
読
み
手
の
読
み
取
り
に
振
幅
が
少

な
い
と
思
わ
れ
る
論
説
・
評
論
の
指
導
に
は
'
教
材
研
究
も
い
さ
さ
か
安
易
に

耽
り
組
む
礎
労
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
-
亭
っ
私
自
身
も
そ
う
で
あ
る
。
指

導
者
自
身
は
'
生
徒
よ
り
も
圧
倒
的
に
読
解
力
が
あ
る
と
い
う
自
負
　
葱
い
あ

が
り
)
　
も
あ
る
し
、
何
よ
り
も
指
導
朔
日
と
い
う
故
い
味
方
も
い
る
。
文
学
教
材

に
お
い
て
は
'
指
導
油
=
に
解
説
し
て
あ
る
郎
柄
に
満
足
で
き
ず
'
独
自
の
切
り

込
み
や
'
解
釈
を
検
討
し
て
い
-
の
に
、
意
外
と
論
説
・
評
論
の
場
合
は
'
指

導
F
=
の
解
説
で
全
体
の
要
旨
・
展
開
・
構
成
等
を
碇
認
し
て
'
そ
れ
で
よ
し
と



し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

指
導
方
法
に
し
て
も
、
わ
り
あ
い
基
本
的
な
指
導
過
程
が
定
希
し
て
い
る
の

で
、
(
そ
れ
は
そ
れ
で
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
か
)
そ
れ
に
'
安
座
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

1
方
で
は
、
も
っ
と
生
従
に
わ
が
こ
と
と
し
て
引
き
つ
け
て
読
ま
せ
た
い
と

い
う
思
い
や
へ
自
分
の
指
導
は
'
「
読
解
の
た
め
の
読
解
」
　
-
単
な
る
言
葉

の
軍
r
J
か
え
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
や
'
あ
る
1
つ
の
教
材

で
の
学
習
指
導
が
'
他
の
教
材
(
文
章
一
を
読
解
す
る
際
に
も
応
用
で
き
る
カ

と
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
も
確
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
'
そ
も
そ
も
論
説
・
評
論
を
学
習
さ
せ
る
　
(
学
習
す
る
)
　
お
も

な
ね
ら
い
・
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
.

S
i
間
迅
二
流
t
m
m
喧
1
2
」
5
I
1
5
M
f
5
3
;
a
a
H
邑
R
E
Z
s
R
E
f
i
腰

ア
'
「
学
粥
指
導
型
餌
」
　
(
附
和
五
十
七
年
四
月
7
日
か
ら
通
用
の
も
の
)

a
'
答
申
「
自
ら
考
え
正
し
-
判
断
で
き
る
力
を
も
つ
児
童

・
生
徒
の
育

T
ハ
二
M
J
-

ィ
、
文
章
の
構
成
や
展
開
に
注
意
し
て
'
書
き
手
の
考
え
の
進
め

方
や
強
調
点
を
と
ら
え
る
こ
と
C
L

ゥ
'
話
や
文
章
の
内
容
を
必
要
に
応
じ
て
要
約
し
た
り
詳
述
し
た

り
す
る
こ
と
。

エ
'
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
'
惜
輿
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し

て
読
み
味
わ
う
こ
と
.

オ
'
文
要
語
跳
ん
で
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
へ
考
え
方
を
広
-
し
,

人
間
へ
社
会
'
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
。

カ
'
文
章
の
内
容
や
形
態
に
応
じ
た
表
現
上
の
特
色
へ
文
体
の
特

徴
な
ど
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
.

キ
'
朗
読
を
通
し
て
文
環
の
読
解
へ
銘
文
を
深
め
る
こ
と
。

3
'
内
容
の
取
り
扱
い
　
2

ァ
'
教
材
は
古
典
及
び
近
代
以
降
の
文
章
の
中
か
ら
生
徒
の
発
適

段
階
に
応
じ
て
適
切
に
選
ぶ
よ
う
に
し
、
調
軸
d
薗
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戊
と
い
う
こ
と
を
前
祝
し
な
か
ら
、
次
の
よ
う
な
ね
ら
い
の
迂
成
を
目

指
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
」

の
同
-
3
^
;
の
〓
打

よ
り
生
徒
の
試
沼
力
が
高
ま
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ィ
、

文
章
の
読
解
'
鑑
賞
に
当
た
っ

て
も
讃
-
活
動

の
機
会
を
で

き
る
だ
け
設
け
へ
表
現
力
'
読
解
力
の
向
上
は
笥
引

「
国
語
を
的
確
に
烈
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る

と
と
も
に
'
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
探
め
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に

し
田
語
を
*
爪
し
て
そ
の
向
上
を
回
る
佃
圧
を
討
て
る
.
」

「
国
語
工
」
　
2
、
内
容
.
B
烈
解

次
の
叫
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

T
t
話
や
¥
-
>
i
r
-
の
上
皿
や
'
&
S
:
&
&
,
述
に
即
し
て
的
打
に
L
J
-
i
'
t
s
?

現
代
文m

に
す
る
こ
と
0

2
へ
内
容

論
即
的
な
文
葦
に
つ
い
て
'
主
要
な
論
点
と
従
属
的
な
論
点

と
の
関
係
を
考
え
へ
論
刑
の
展
開
や
要
旨
を
的
確
に
と
ら
え
る

I
1
-
M
3

イ
'
文
学
的
な
文
章
に
つ
い
て
'
主
題
'
梢
成
'
叙
述
な
ど
を
聯



か
め
'
人
物
へ
惜
貝
、
心
情
な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
。

ウ
,
文
章
や
作
品
の
読
解
'
銘
文
を
通
し
て
、
人
間
、
社
会
、
自

r
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す
る
こ
と
C
'

工
,
文
体
、
修
辞
な
ど
と
内
容
と
の
関
係
を
孝
k
|
'
表
現
上
の
特

色
を
と
ら
え
る
こ
と
.

汁
,
語
句
の
意
味
、
用
法
を
的
弧
に
烈
解
し
'
語
柴
を
出
か
に
す

る
こ
と
.

カ
,
目
的
や
内
容
に
応
じ
た
様
々
な
読
み
方
を
通
し
て
、
文
章
の

読
解
'
先
覚
を
深
め
る
こ
と
。

3
'
、
内
容
の
取
り
扱
い

3
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T

l

て
報
告
し
た
り
、

討
議
し

た
り
す
る
機
会
を
適
宜

け
る
よ
う
に
す
る
9

ィ
、
増
淵
恒
吉
氏
高
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
講
純
　
第
六
塾

「
現
代
日
本
の
教
育
は
'
平
和
と
民
主
主
義
を
抑
讃
す
る
こ
と
を
槻
木

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
へ
し
か
も
'
日
本
の
伝
統
を
創
造
的
に
継
承

す
る
こ
と
を
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
基
蚊
に
立
っ
て
'
白
山

と
人
柾
を
重
ん
じ
、
自
主
的
・
批
判
的
精
神
に
満
ち
た
人
間
、
高
ま
い
な

て
T
T
:
　
v
i
"
(
'
'
-
>
'
川
,
・
:
-
・
・
-
蝣
'
.
j
L
　
　
"
蝣
i
-
:
'
:
:
-
'
l
<
1

も
っ
て
仕
事
を
遂
行
す
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
が
教
育
に
課
せ
ら
れ
た

任
務
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
人
間
の
育
成
に
「
現
代
国
語
」
の
学
習
の
受
け
持
つ
役
割
は

大
き
い
_
。
と
り
わ
け
論
説
・
評
論
の
指
導
は
こ
れ
と
深
く
か
か
わ
り
あ

r
-
'
l

「
社
会
科
に
お
け
る
よ
う
な
価
値
目
概
を
ね
ら
う
と
と
も
に
へ
国
語
科

に
お
い
て
は
'
論
説
・
評
論
等
を
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
い
て
生
徒
が
読

む
場
合
に
、
役
に
立
ち
'
生
か
し
う
る
よ
う
な
読
解
の
態
度
、
お
よ
び
技

能
を
つ
け
て
や
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

分
　
析

丁
へ
　
「
学
習
指
導
要
領
」

教
封
の
口
樺
と
し
て
'
「
自
ら
考
え
j
j
L
-
判
断
で
き
る
」
と
い
う
こ

と
が
掲
げ
ら
れ
た
3
　
「
臼
分
で
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
'
こ
と
さ
ら
強

調
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
情
報
化
社
会
に
お
い
て
'
情
報
を
収
拾
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
'

い
か
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
か
、
1
方
で
は
大
が
か
り
な
大
衆
操
作
が
仕

組
ま
れ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
昨
今
で
あ
る
o
生
徒
を
見
て
も
、
個

性
的
な
ア
ク
の
強
い
生
従
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
。
学
校

と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
個
性
と
か
ア
ク
と
か
い
う
も
の
を
出
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
性
卵
を
綬
ら
は
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
.

そ
つ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
芸
任
の
一
端
は
授
業
に
も
あ
る
Q
授
業
に
お
い

て
,
知
識
を
1
方
的
に
注
入
す
る
の
で
は
な
-
、
物
部
の
処
班
の
し
か
た
'

方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
・
.

「
国
語
I
」
の
内
容
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ア
'
イ
'
ウ
あ
た
り
は
'
論

説
・
評
論
の
学
習
の
ね
ら
い
と
し
て
は
定
石
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
.
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
事
柄
を
い
か
に
生
徒
に
自
覚
的
意
識
的
に
学
習

さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
-
る
は
ず
で
あ
る
。

内
容
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
日
に
つ
-
の
は
'
読
書
力
'
讃
く
活
動
'
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報
告
'
討
議
と
い
.
P
た
事
柄
で
あ
る
。
読
解
力
を
読
解
力
と
し
て
す
ま
せ

る
の
で
は
な
-
'
読
解
力
・
,
表
現
の
カ
へ
の
転
移
と
い
う
こ
と
が
非
常
に

意
誠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
'
稚
解
り
表
現
、
「
読
む
」

「
邦
-
」
「
閉
-
」
「
話
す
」
と
い
う
言
語
活
動
が
脚
独
で
成
立
す
る
も
の

で
は
な
く
'
布
機
的
に
関
連
し
て
は
七
め
て
力
と
な
る
ヱ
と
が
明
唯
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

イ
'
増
抑
恒
富
氏
の
主
張
に
は
'
論
説
・
評
論
を
学
習
さ
せ
る
(
学
習
す
る
)

二
木
の
柱
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
1
つ
は
'
ま
さ
に
「
教
育
基
本
法
」
で
示
さ
れ
た
戦
後
の
民
主
的

人
間
の
育
成
で
あ
り
'
「
学
習
指
導
要
領
」
の
目
棟
「
自
ら
孝
K
J
s
L
く

判
断
で
き
る
児
童
・
生
徒
」
の
育
成
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
、

ど
う
い
う
中
味
を
も
っ
た
論
説
・
評
論
を
読
ま
せ
る
(
5
.
S
む
)
か
と
い
う

こ
と
と
'
的
確
な
判
断
力
と
実
践
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。こ

こ
で
、
論
説
・
評
論
の
教
材
と
し
て
ど
う
い
う
読
み
物
を
選
び
へ
生
.

従
に
差
し
出
し
て
ゆ
-
か
と
い
う
こ
と
が
も
ん
だ
い
と
な
っ
て
く
る
。

人
文
科
学
(
文
学
・
芸
術
)
へ
社
会
科
学
面
学
・
倫
和
・
思
想
・
歴

-
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・
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い

.

充
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
教
育
課
程

に
お
い
て
'
我
々
は
必
要
十
分
な
も
の
だ
け
を
差
し
出
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
.
単
に
へ
生
徒
の
認
識
を
広
め
る
こ
と
だ
け
に
着
日
も
て
い
る
と
き

り
が
な
い
の
で
あ
る
し
'
そ
れ
は
国
語
科
だ
け
の
任
務
で
は
な
い
。

そ
こ
で
'
三
の
持
株
と
し
て
「
国
語
_
・
Ⅱ
」
に
と
り
上
げ
ろ
れ
た

論
説
・
評
論
形
態
の
文
輩
を
拾
い
あ
げ
、
ど
う
い
う
内
窮
を
扱
っ
て
い
る

か
を
柴
雌
し
て
み
た
。
(
後
掲
資
料
「
国
語
I
・
Ⅱ
教
科
書
教
材
に
み
ら

れ
る
評
論
・
論
説
教
材
」
)

全
体
的
に
み
る
と
'
7
つ
の
教
科
古
で
の
論
説
・
評
論
教
材
の
編
成
は
'

文
明
・
文
化
に
関
わ
る
内
容
(
社
会
科
学
的
内
容
)
'
自
然
科
学
的
内
容

一
拍
に
現
代
の
自
然
環
境
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ
)
、
言
語
,
言

語
-
K
'
化
に
関
す
る
内
容
の
三
部
立
て
の
形
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
二
は
'
「
学
習
指
導
要
領
」
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
が
、
増
淵
氏

が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
へ
国
語
科
独
自
の
ね
ら
い
と
な
る
こ
と
が
ら
で

あ
る
O
生
徒
は
し
ば
し
ば
へ
　
「
学
校
の
授
業
は
わ
か
る
が
'
槙
琴
ア
ス
-

で
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
o
」
と
い
う
質
問
を
L
に
教
官
室
を
訪
れ
る

が
、
そ
れ
は
'
生
紐
に
「
役
に
立
ち
'
生
か
し
う
る
よ
う
な
読
解
の
態
度

お
よ
び
技
能
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
(
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
な
い
こ
こ
　
「9

と

の

許

左

で

あ

ろ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5

で
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
菅
て
指
導
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
論
　
L

説
・
評
論
の
学
習
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
臼
按
・
留
意
点
に
つ
い
て
繋
烈

し
て
お
き
た
い
。

2
'
論
説
・
評
論
の
学
習
に
お
い
て
考
え
る
目
標
・
留
意
点

長
谷
川
孝
士
氏
か
'
「
豊
か
な
国
語
教
室
原
作
・
方
法
の
探
究
」
　
云
文
吉

∴
　
　
　
　
　
　
　
∴
　
‥
　
　
　
　
　
　
　
　
t
 
i
 
Y
'
^
.
ハ
遠

控
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
も
の
は
'

1
　
人
姓
や
社
会
の
関
越
に
つ
い
て
'
論
即
的
に
思
考
す
る
能
力
を
身
に
つ

*
'
o
J

;

j

　

　

‥

.

*

*

・

'

^

"
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・
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5
S

3
論
説
休
の
文
章
の
要
旨
を
と
ら
え
、
雅
者
の
意
図
・
立
場
・
思
想
を
理

s
a
g
a

-
蝣
'
蝣
'
:
'
2
・
'
蝣
=
-
-
蝣
'
・
'
:
-
'

.

.
蝣
'
.
'
'
・
'
'
'
'
"
-
-
蝣
-
!
・
"
・
-
‥
黙
;
∵
・
J
t
'
.
'
-
-
-
・

く
と
ら
え
る
。

5
論
説
休
の
文
革
を
読
ん
で
'
筆
者
の
思
想
・
認
識
や
そ
の
展
開
の
し
か

た
に
対
す
る
自
分
の
恋
兄
を
も
つ
O

と
い
う
五
点
で
あ
る
.

し
た
が
っ
て
,
こ
れ
ら
の
指
導
目
桝
が
ど
う
い
う
方
法
で
ヘ
ビ
の
程
度
迂
成

さ
れ
た
か
が
論
説
・
評
論
の
指
導
の
成
否
と
な
り
'
問
題
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
実
際
に
は
,
指
導
者
(
教
師
一
は
ど
う
い
う
点
に
望
心
し
'
工
夫
し
、

ど
う
い
う
問
題
点
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
.

5
,
論
説
・
評
論
の
指
導
に
お
い
て
、
現
場
教
師
が
抱
え
て
い
る
開
田
点

五
日
班
尚
校
国
語
科
教
師
の
ア
ソ
ケ
ー
ト
か
ら
(
表
1
)
参
照

2
'
ア
の
項
目
(
ど
う
い
う
点
に
留
意
し
て
指
導
し
て
い
る
か
一

E
,
表
現
と
内
容
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
い
る
。

F
、
自
分
自
身
の
生
活
・
生
き
方
の
参
考
に
な
る
よ
う
'
内
容
(
請

甜
)
'
」
:
2
丑
を
自
分
の
も
の
に
す
る
.

言
柴
に
つ
い
て
も
自
分
の
言
丑
に
翻
訳
す
る
。
考
え
る
こ
と
に
苅
点

を
置
い
て
い
る
。

G
t
抑
袋
的
に
表
現
さ
れ
た
内
容
を
'
い
か
に
具
象
化
し
、
生
徒
自
身

の
生
活
実
感
の
中
に
準
え
き
さ
せ
る
か
。

H
、
難
語
句
の
解
釈
を
単
に
用
語
の
置
き
か
え
に
終
わ
ら
ず
、
具
体
的

に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

2
'
ウ
の
項
目
　
(
問
題
点
)

A
,
ま
ず
課
題
意
識
を
つ
-
る
.
改
行
段
落
相
互
の
関
係
、
キ
ー
ワ
ー

ド
,
キ
ー
セ
ン
テ
ソ
ス
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
筆
者
の
論
班
を
と
ら

え
る
。
そ
の
後
に
自
分
の
身
辺
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
さ
せ
る
.

B
'
「
評
論
は
あ
-
ま
で
一
個
人
の
意
見
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
い
う
視

点
で
、
評
論
に
対
す
る
論
評
(
感
想
で
は
な
く
あ
-
ま
で
論
理
的

な
も
の
)
を
生
徒
か
ら
引
き
出
す
よ
う
努
力
し
て
い
る
。

C
・
教
材
の
桁
選
。
筆
者
の
意
見
を
身
近
な
具
体
的
な
問
題
と
し
て
考

・
蝣
i
n
せ
る
.

D
、
論
の
展
開
が
明
確
に
な
る
よ
う
な
ブ
リ
ソ
ト
作
成
あ
る
い
は
板
」
竃

A
、
教
師
が
1
生
懸
命
話
し
て
い
て
も
、
生
徒
の
集
中
力
が
続
か
な
い
。

-
'
-
'
-
,
-
v
'
¥
I
蝣
_
-
.
 
'
-
 
-
川
　
　
∴
　
　
　
　
、
　
　
∴

勢
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

B
,
論
胃
を
i
I
三
碇
に
把
握
r
J
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
'
解
説
的
'
解
釈

的
内
解
に
偏
っ
て
し
ま
い
'
そ
れ
が
結
果
的
に
生
徒
に
そ
の
論
を
無

批
判
に
受
け
入
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

C
'
自
分
の
意
見
・
感
想
を
譜
か
せ
れ
ば
'
そ
れ
な
り
に
折
り
下
げ
て

F
.
=
い
て
-
れ
る
が
'
口
頭
で
の
意
見
発
表
'
討
議
と
な
る
と
あ
ま
り

う
ま
く
い
か
な
い
。

D
'
生
徒
の
評
論
文
に
対
す
る
拒
否
反
応
、
う
ま
-
興
味
づ
け
が
で
き

な
い
o

E
、
本
当
の
意
味
で
の
生
徒
と
の
討
論
を
つ
い
サ
ボ
っ
て
し
ま
う
。

(
気
力
と
体
力
を
消
耗
す
る
の
で
)

F
、
新
し
い
知
識
に
は
興
味
を
示
す
が
'
自
分
が
日
頃
感
じ
た
り
'
考

え
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
る
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
と
い
う

姿
勢
に
欠
け
る
生
紙
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
指
導
の
あ
り
か

た
。

G
思
想
・
群
学
と
い
っ
た
方
面
に
対
す
る
生
徒
の
無
関
心
。
い
か
に
生

き
る
か
を
真
両
目
に
考
え
よ
う
と
し
な
い
生
徒
を
ど
う
引
き
寄
せ
る

か
。

- f>0
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o
こ
の
ア
ソ
ケ
I
-
用
紙
を
五
日
重
商
校
国
語
科
の
教
師
八
名
に
配
布
し
て
、

お
願
い
し
た
。

o
極
め
て
抽
象
的
な
内
容
を
尋
ね
た
の
で
'
ず
い
ぶ
ん
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
'
快
-
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
。

o
こ
れ
に
よ
っ
て
、
論
説
・
評
論
の
指
導
に
つ
い
て
の
現
場
教
師
の
か
か
え

て
い
る
問
題
点
が
塑
ボ
さ
れ
た
と
思
う
Q

指
導
者
薮
師
)
が
、
鼓
も
力
点
を
泣
い
て
指
導
し
ょ
う
と
し
て
い
る
叫

柄
は
ご
て
れ
ぞ
れ
表
現
は
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
先
に
挙
げ
ら
れ
た
目
標

3
'
給
説
体
の
文
章
の
要
旨
を
と
ら
え
、
筆
者
の
意
図
・
立
場
・
思
想
を
児

照
{
S
H
害

に
相
当
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
'
そ
の
和
解
と
い
う
似
合
'
「
生
徒
の
身
近
に
ひ
き
つ
け
て
、
具

体
的
に
考
え
る
」
　
「
言
葉
の
置
き
か
え
に
お
わ
ら
さ
な
い
」
　
「
自
分
の
言
葉

に
翻
訳
す
る
」
・
と
い
う
目
標
・
留
意
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

同
時
冥
論
説
・
評
論
の
指
導
の
中
で
、
指
導
者
が
最
も
苦
心
し
て
い
る

の
は
'
右
の
事
柄
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

り
'
;
'
J
I
0
日
'
・
"
'
.
"
1
1
、
㌧
ニ
蝣
サ
・
'
.
'
^
.
t
j
'
^
j
!
:
1
,
-
:
・
'
-
,
-
:
　
i
'
-
r
'
-
I
)
'
・
"
"

生
徒
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
指
導
の
あ
り
か
た
.
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
生
徒
観
を
抱
き
'
「
生
徒
の
身
近
に
ひ
き
つ
け
て
、
具
体
的
に
考
え
る
」

「
自
分
の
言
柴
に
翻
訳
す
る
」
こ
と
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ひ
い
て
は
、
目
標
の

5
,
論
説
体
の
文
章
を
読
ん
で
,
筆
者
の
思
想
,
認
識
や
展
開
の
し
か
た
に

対
す
る
自
分
の
意
見
を
持
つ
。

と
い
う
こ
と
の
指
導
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と
も
う

か
が
え
る
。
こ
れ
を
問
題
点
の
「
2
」
と
し
た
い
.
す
な
わ
ち
'
.
矧
識
却

=
見
守
　
,
-
-
'
蝣
'
∴
-
'
*
.
 
'
I
い
・
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴

.

.

」

　

　

　

∵

　

　

　

　

　

∵

・

・

・

ー

‥

蝣

*

・

'

.

-

 

'

蝣

*

'

.

'

蝣

、

.

.

・

、

"

サ

.

"

*

そ
こ
で
へ
先
生
方
の
工
夫
し
て
い
る
点
を
列
挙
し
て
み
る
。

て
そ
れ
を
確
認
す
る
か

(
評
価
)
へ

こ
れ
を
問
題
点
の
「
1
」
と
で
き

よ
う
か
。

念
の
た
め
に
、
指
導
者
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
も
あ
わ
せ
て
見
て
み
る
と
t

F
先
生
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
'

「
新
し
い
知
識
に
は
興
味
を
示
す
が
'
自
分
が
日
頃
感
じ
た
り
、
考
え
た
り

し
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
る
'
自
分
の
意
見
を
持
つ
と
い
う
姿
勢
に
欠
け
る

A
'
キ
ー
ワ
ー
ド
、
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
を
色
を
か
え
て
、
ハ
ッ
キ
リ
枚

方
し
'
矢
印
な
ど
を
多
-
使
っ
て
い
る
。
論
説
・
評
論
の
教
材
で
は
、

'
板
書
を
陣
に
大
切
に
し
て
い
る
.

学
習
プ
リ
ン
ト
が
作
れ
た
ら
い
い
な
あ
と
孝
三
J
い
る
。

B
、
教
科
書
の
教
材
に
は
、
当
た
り
障
り
の
な
い
陳
園
に
感
じ
ら
れ
る

作
品
が
ま
ま
あ
る
の
で
'
投
げ
入
れ
教
材
の
発
肘
に
努
め
て
い
る
3

感
想
'
意
見
を
八
百
字
程
度
で
省
か
せ
'
生
徒
の
意
見
文
を
分
類
し

て
発
表
し
'
生
徒
の
意
見
、
感
想
を
述
べ
さ
せ
る
。

C
'
「
文
化
と
し
て
の
言
語
」
　
(
と
い
う
教
材
)
を
す
る
前
に
、
「
こ

と
ば
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
プ
-
ソ
ト
を
作
り
、
身
近
な

問
題
と
し
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

D
t
　
「
生
徒
の
学
習
へ
の
主
体
的
意
欲
を
出
さ
せ
る
に
は
」
　
-
　
や
っ

G-



ぼ
り
生
徒
同
士
の
'
ま
た
教
師
も
参
加
し
て
の
討
議
が
い
る
　
-
　
な

ん
と
か
気
長
に
　
-
　
こ
の
努
力
で
す
。

E
t
内
容
把
挺
に
つ
い
て
は
'
で
き
る
だ
け
済
習
形
式
で
'
1
人
ひ
と

り
が
考
え
る
時
間
を
持
つ
よ
う
に
し
て
い
る
。

F
、
「
隔
絶
の
時
代
」
　
(
高
橋
和
巳
)
　
を
や
る
際
'
「
人
間
疎
外
」
の

具
体
例
と
し
て
'
「
N
H
K
二
十
7
位
紀
は
警
告
す
る
」
か
ら
'
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
人
間
疎
外
に
つ
い
て
プ
リ
ソ
ト
し
て
学
習
し

た
。

A
、
論
理
の
展
開
'
文
と
文
、
段
落
と
段
落
の
関
係
な
ど
が
塑
ホ
さ
れ
る
よ

う
な
板
苔
の
工
夫
。

B
、
教
材
の
発
掘
。

0
-
Q
t
生
徒
の
興
味
づ
け
、
問
題
意
識
喚
起
の
た
め
の
副
教
材
の
活
用
3

E
t
琉
習
形
式
の
学
習
形
態
。

F
t
生
徒
の
意
見
文
に
よ
る
発
表
、
お
よ
び
討
議
。

と
い
っ
た
も
の
を
工
夫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

中
に
は
t
 
T
般
的
'
抽
象
的
　
(
ア
ン
ケ
I
-
が
そ
う
い
う
様
式
で
あ
っ
た

か
ら
)
な
問
い
に
対
し
て
、
具
体
的
な
工
夫
も
教
示
し
て
く
れ
た
3
こ
れ
ら

の
工
夫
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
'
活
動
し
'
力
を
つ
け
て

い
っ
た
か
は
ヘ
ア
ソ
ケ
ー
ト
の
範
囲
で
は
わ
か
ら
な
い
が
'
様
々
な
工
夫
、

特
に
生
徒
に
教
材
に
対
す
る
興
味
や
問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
分
に
引
き
つ

け
て
考
え
さ
せ
よ
う
、
自
分
な
り
の
意
見
を
表
明
さ
せ
よ
う
と
す
る
工
夫
が

う
か
が
え
る
。

で
は
'
私
自
身
の
実
践
例
に
よ
っ
て
'
以
上
で
碓
認
し
て
き
た
論
説
・
評

論
の
指
導
の
問
題
点
が
'
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
る
か
'
石
か
を
浮
き

彫
り
に
し
て
み
た
い
。

た
だ
し
'
こ
こ
で
断
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
昨
年
度
の
実
践
例
で
あ
る

こ
と
。
ゆ
え
に
、
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
活
動
し
た
か
へ
生
徒
の
反
応
に
つ
い

、
て
は
'
極
め
て
資
料
(
生
徒
が
責
き
残
し
た
も
の
な
ど
)
不
足
で
あ
り
'
私

自
身
の
記
憶
と
主
観
に
頼
ら
ざ
る
争
え
な
い
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。
よ
っ
て
以
下
に
紹
介
す
る
私
の
指
導
案
、
弛
び
に
使
用
し
た
学
習

プ
-
ン
ト
等
に
よ
っ
て
へ
授
文
の
梯
子
と
生
徒
の
反
応
を
想
像
し
て
い
た
だ

か
な
-
て
は
な
ら
な
い
.

4
'
指
導
の
実
際

対
象
学
年
　
第
三
学
年

使
用
教
科
書
お
よ
び
教
材

r
高
等
学
校
　
現
代
文
し

「
地
球
の
安
全
」

(
竹
盛
天
雄
編
　
第
1
学
習
祉
)

(
旦
尚
敬
降
)
　
三
学
期
実
施
一

「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」
　
　
(
和
辻
哲
郎
)
　
二
学
期
実
施
)

「
地
球
の
安
全
」

1
'
筆
者
'
教
材
観

こ
の
文
章
は
、
動
物
学
者
に
よ
る
自
然
環
境
破
壊
の
問
題
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
.
「
地
球
の
安
全
」
と
い
う
、
誰
も
が
目
を
向
け
る
よ
う
な
過

日
か
ら
始
ま
り
へ
人
間
に
よ
る
自
然
破
壊
を
論
じ
る
の
に
、
人
間
が
自
然

の
外
併
の
位
正
に
い
て
自
然
を
見
る
の
で
は
な
-
、
人
事
も
動
物
の
一
秤

で
あ
る
と
い
う
筆
者
の
人
間
観
で
苔
か
れ
て
い
る
。
動
物
の
行
う
自
然
破
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域
へ
人
間
の
行
う
自
然
破
壊
、
両
者
と
も
生
き
る
た
め
と
い
う
目
的
は
同

じ
で
あ
っ
て
も
導
っ
点
は
ど
こ
か
。
動
物
は
破
壊
の
あ
と
の
環
境
が
多
様

性
を
増
す
。
人
間
は
環
境
の
多
様
性
を
壊
し
'
単
純
化
し
て
し
ま
う
。
こ

こ
に
至
っ
て
は
、
筆
者
は
、
人
間
よ
り
む
し
ろ
動
物
の
方
が
自
然
へ
の
か

か
わ
り
方
が
好
ま
し
い
と
見
な
し
て
い
る
。
人
間
が
楽
観
的
に
な
っ
て
い

る
う
ち
に
、
問
題
は
人
間
の
力
で
は
収
拾
が
つ
か
な
-
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
や
、
自
然
に
対
す
る
支
配
の
力
を
過
信
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
が

動
物
と
人
間
を
生
物
と
い
う
一
線
上
で
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
て

い
る
。
そ
の
比
較
の
論
法
を
学
ば
せ
た
い
。

ま
た
、
具
体
例
に
よ
る
説
明
で
'
読
者
に
興
味
を
抱
か
せ
、
説
得
力
を

持
っ
て
読
ま
せ
る
。
(
こ
れ
ら
の
只
体
例
に
つ
い
て
は
「
氾
科
工
」
で
大

体
学
習
済
み
で
、
読
解
上
の
障
害
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
'
学
習
プ
リ
ン

ト
に
は
な
る
ペ
-
多
く
の
図
を
参
考
に
用
い
た
い
)

全
体
の
展
開
は
、
前
段
で
述
べ
た
事
柄
を
一
見
肯
定
し
な
か
ら
'
そ
れ

を
打
ち
消
す
根
拠
を
塑
不
し
て
'
そ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
展
開
で
'
説

3
、
学
習
過
程

者
を
筆
者
の
提
示
す
る
問
題
へ
ダ
イ
ダ
イ
引
っ
ぼ
り
込
ん
で
ゆ
-
力
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
展
開
の
仕
方
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。

そ
し
て
、
昨
今
'
大
学
入
試
等
で
も
'
「
人
間
と
環
境
の
問
題
」
に
つ

い
て
'
小
論
文
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
な

り
の
意
見
を
持
つ
た
め
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

2
、
学
習
目
標

ア
'
評
論
文
の
読
解
を
通
し
へ
論
別
的
思
考
力
曇
向
め
る
。

特
に
、
各
段
落
の
冒
頭
の
接
続
語
に
注
目
し
'
論
班
が
ど
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
る
か
'
段
落
と
段
落
の
関
係
を
押
さ
え
る
。

イ
'
現
代
社
会
の
抱
え
る
問
題
を
科
学
的
観
点
か
ら
と
ら
え
さ
せ
、
自
分

た
ち
の
生
存
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
さ
せ
る
。

特
に
、
筆
者
の
挺
示
し
て
い
る
問
題
は
何
か
'
そ
れ
に
対
し
て
、
ど
う

し
て
い
け
ば
い
い
か
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
的
確
に
と
ら
え
る
。
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第一時限目

学

　

　

習

　

　

活

　

　

動

指

　

　

導

　

　

上

　

　

の

　

　

留

　

　

意

　

　

点

l
'
題
目
か
ら
、
全
文
の
内
容
を
想
催
さ
せ
る
。

2
'
第
1
段
を
読
ん
で
、
何
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
か
'
問
題
提
起
は
何
か
を
碓
認
さ
せ

る
。

3
'
全
文
の
通
読
　
(
指
名
読
み
)

l
t
題
目
の
「
地
球
の
安
全
」
と
い
う
言
柴
か
ら
'
何
を
連
想
す
る
か
'
白
山
に
発
表

さ
せ
る
。

2
、
「
人
間
に
よ
る
自
然
の
破
壊
」
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
'
そ
れ
が
'
な
ぜ

「
確
実
な
」
恐
怖
と
い
え
る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
本
文
に
問
題
意

識
を
持
っ
て
取
り
組
ま
せ
る
よ
う
に
し
む
け
る
。

3
、
各
形
式
段
落
胃
政
の
接
続
語
を
[
〓
]
で
閲
む
作
業
を
同
時
に
与
え
て
'
本
文
に
集

中
さ
せ
る
と
と
も
に
'
段
落
相
互
の
関
係
を
と
ら
え
る
よ
う
意
識
化
さ
せ
る
。



第三時限目

4
'
全
文
の
通
読
(
指
名
読
み
)

5
'
全
体
の
問
題
提
起
を
確
認
す
る
と
と
も
に
へ

そ
れ
の
解
明
の
た
め
の
問
題
を
碓
認
す
る
。

6
、
学
習
ノ
ー
ト
　
(
プ
リ
ン
上
　
に
よ
っ
て
筆
者

が
挙
げ
て
い
る
問
題
の
内
容
と
そ
の
対
策
を
ま

と
め
さ
せ
る
0

4
'
前
時
の
作
業
と
と
も
に
'
本
文
の
疑
問
文
に
傍
紋
を
引
か
せ
、
筆
者
が
取
り
上
げ

て
い
る
問
題
を
塑
不
す
る
よ
う
な
作
業
を
与
え
る
。

5
、
4
の
作
業
結
果
の
確
認
。
生
徒
に
指
摘
さ
せ
る
Q

6
、
個
別
学
習
な
の
で
'
机
問
巡
視
に
よ
っ
て
'
個
々
の
作
業
の
進
み
具
合
を
見
て

は
'
適
当
な
助
言
を
す
る
。

展　　　展
開　　　関
内　　　(ヨ

7
'
前
時
の
課
題
の
確
認
。
指
名
に
よ
っ
て
、
対

策
を
発
表
さ
せ
る
0

8
、
特
に
臼
の
問
題
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ

の
具
体
例
と
筆
者
の
意
見
を
本
文
に
即
し
て
理

解
を
徹
底
さ
せ
る
。

筆
者
の
言
う
「
地
球
の
安
全
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
確
認
さ
せ
る
。

ノ
ー
ト
に
'
自
分
の
こ
と
ば
で
ま
と
め
さ
せ
る
。

7
'
な
る
べ
-
本
文
の
書
き
抜
き
で
は
な
-
'
自
分
の
こ
と
ば
で
こ
な
れ
た
形
で
ま
と

め
た
も
の
を
発
表
さ
せ
る
。

8
、
人
問
と
動
物
の
破
壊
の
違
い
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
へ
人
間
と
自
然
と
の
か
か

わ
り
方
に
ど
う
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
ど
う
問
題
な
の
か
を
お
さ
え
さ
せ
る
よ
う
に

す
る
。

9
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
こ
と
ば
1
日
分
の

班
解
で
'
全
休
の
論
旨
を
と
ら
え
て
い
る
か
を
見
る
よ
う
に
心
か
け
る
。
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4
、
評
価

ア
、
こ
の
実
践
の
中
で
'
私
が
意
識
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は
、

1
'
音
読
を
た
だ
へ
読
み
の
碇
認
に
終
わ
ら
せ
ず
、
効
率
的
に
読
ま
せ

る
た
め
に
'
作
業
　
(
線
を
引
-
'
[
‖
U
で
囲
む
)
　
を
取
り
入
れ
た
こ

と
。

2
'
そ
れ
に
よ
っ
て
、
段
落
相
互
の
関
係
'
論
班
の
展
開
に
つ
い
て
も

意
識
化
さ
せ
る
と
と
も
に
'
筆
者
が
取
り
上
げ
た
問
題
を
明
碓
化
さ

せ
た
こ
と
。

3
'
学
習
プ
リ
ン
ト
　
(
学
習
ノ
ー
ト
と
い
う
名
称
で
与
え
る
こ
と
が
多

い
)
　
に
よ
っ
て
'
学
習
の
個
別
化
を
図
っ
た
こ
と
。

の
三
点
で
あ
る
。

l
に
つ
い
て
は
、
生
徒
を
本
文
に
袋
申
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う

が
、
2
の
目
的
は
私
の
解
説
不
足
も
あ
っ
て
'
段
落
相
互
の
関
係
'
論
理

の
展
開
ま
で
生
徒
は
把
握
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
き
わ
め
て
あ
や
し
い
。

3
に
つ
い
て
は
、
三
学
年
で
も
あ
る
の
で
へ
　
こ
の
問
題
が
で
き
れ
ば
ほ

ぼ
論
旨
は
つ
か
め
て
い
る
と
考
え
て
与
え
た
の
だ
が
'
は
た
し
て
そ
れ
で
へ

学
習
目
標
が
達
成
で
き
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
'
諸
先
生
方
の
ど
意
見

を
賜
わ
り
た
い
。



ィ
、
意
識
的
に
除
い
た
こ
と
は
ヘ
ア
で
も
わ
か
る
よ
う
に
'
意
味
段
落
に

本
文
を
分
け
'
細
か
-
内
容
の
分
析
を
し
て
'
段
落
の
要
旨
'
段
落
相

互
の
関
係
'
論
理
の
展
開
等
に
つ
い
て
詳
し
く
指
導
を
し
て
い
か
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

〓
ノ
の
こ
と
(
こ
こ
で
は
'
筆
者
の
担
示
し
て
い
る
問
題
と
そ
の
対

策
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
)
が
で
き
れ
ば
'
イ
に
述
べ
た
こ
と
は
生
徒

に
は
整
理
で
き
っ
る
の
で
は
な
い
か
と
孝
乙
た
の
で
あ
る
。
諸
先
生
方

の
批
判
を
受
け
た
い
.

板
i
>
-
-

地
球
の
安
全

↑

×
宇
宙
人
か
ら
の
攻
撃

⇔

人
間
に
よ
る

自
然
の
破
壊
E
S
「
確
実
な
」
恐
怖

(作業)
l
'
各
形
式
段
落
の
冒
頭
の
接
続
語
に
傍
線
を
引
-
0

2
,
接
続
語
の
な
い
も
の
は
、
(
　
)
を
し
て
'
前
後
の
段
落
の

つ
な
が
り
を
考
え
て
'
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
語
を
入
れ
よ

こ

r

a

対

m

上
は
'
第
二

時
限
目
6
の

学
習
活
動
の

と
こ
ろ
で
配

布
'
使
用
し

た
も
の
で
あ

S
k
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i
i
　
人
間
は
'
破
壊
の
あ
と
に
植

樹
な
ど
の
建
設
を
す
る
こ
と
が

で
き
へ
自
然
に
よ
る
破
壊
看
護

・
3
:
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
か
ら
'
人
間
の
レ

ベ
ル
は
動
物
よ
り
高
い
と
考
え

る
と
こ
ろ
。

矧
　
人
間
は
'
本
質
的
に
自
然
を

「
支
配
」
一
瞥
望
　
で
き
な

い
。

㈲
　
自
然
群
頃
の
変
化
に
対
し
'

人
間
が
不
適
応
反
応
を
起
こ
す

こ
と
。人

間
の
変
化

↑
追
い
つ
か
な
い
、
不
適

応
自
然
環
境
の
変
化

㈲
　
大
気
の
汚
染
へ
水
の
汚
染
、

廃
棄
物
に
よ
る
公
害
。

公
害
滋
に
対
す
る
根
本
的
規
制
や
処
3
3
-

自
然
環
境
の
保
全
。

秩



⑦
㊥
二
極
の
ケ
ム
シ
は
違
う
植
物
を
食

う
'
純
林
に
な
る
と
1
軽
の
ケ
ム
シ
し

か
住
め
な
-
な
る
。
寄
生
バ
チ
は
'
親

に
成
長
し
て
も
卵
を
産
む
ケ
ム
シ
が
い

な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
存
続
で
き
な

い
。
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-
<
心
ォ
ォ
j
.
 
"
-
 
-
-
[
"
 
~
h
昔
仁
A
I
l
v
-
.
」
ォ
t
}
∵
I
 
i
r
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"
・
_
蝣
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蝣
'
∵
　
&
~
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「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」

こ
の
文
章
は
評
論
文
と
し
て
は
、
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
定
評
が
あ
り
へ

か
つ
て
よ
り
多
-
の
教
科
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
よ
く
ご
存
じ
の

も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
教
材
観
等
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

ま
た
'
学
習
目
標
・
学
習
過
程
に
つ
い
て
も
詳
述
を
さ
け
る
が
'
ポ
イ
ソ

ト
だ
け
を
紹
介
し
、
こ
こ
で
は
特
に
中
心
と
な
っ
た
学
習
活
動
に
つ
い
て
報

告
す
る
0

1
、
学
習
活
動
一
大
ま
か
な
流
れ
)

ア
、
こ
の
文
章
で
は
や
は
り
、
指
示
語
・
接
続
語
に
注
意
さ
せ
な
が
ら
へ

論
班
的
関
係
を
明
ら
か
に
さ
せ
た
.

イ
'
論
旨
の
把
握
の
点
で
は
、
面
　
(
顔
面
)
　
と
ペ
ル
ソ
ナ
の
'
1
見
あ
ま

り
関
係
の
な
さ
そ
う
な
語
を
ど
う
い
う
根
拠
で
結
び
つ
け
て
い
る
か
を

と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

ア
・
イ
と
も
'
教
科
書
へ
の
記
号
の
書
き
込
み
や
プ
リ
ソ
ト
に
よ
る
個
別

学
習
を
取
り
入
れ
た
。
(
学
習
ノ
ー
ト
参
照
)



面
と
ペ
ル
ソ
ナ
　
　
教
7
2
ペ
ー
ジ
～
釦
ペ
ー
ジ

和
辻
哲
郎

(
学
習
の
ね
ら
い
)

川
　
指
示
語
へ
接
続
語
な
ど
の
意
味
内
容
を
正
確
に
押
さ
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
論
理
の
展
開
へ
評
論
文
の
構
成
、
各
段
の
要
旨

を
ま
と
め
'
論
旨
の
内
容
を
把
握
し
よ
う
。

5
1
翫
E
j
K
u

E
a
r
n

m
本
文
の
指
示
語
に
傍
線
を
引
き
、
記
号
を
う
っ
て
'
ノ
ー

ト
に
書
き
出
す
。
(
ペ
ー
ジ
へ
行
も
書
い
て
お
く
と
よ
い
o
)

つ
い
で
へ
指
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
書
き
出
す
。
文
末
を
'

「
も
の
o
こ
と
。
」
で
結
ぼ
う
。

E
i
本
文
の
接
続
語
を
n
U
で
閃
み
、
記
号
を
う
つ
o
つ
い

で
'
教
科
r
.
-
0
0
ペ
ー
ジ
の
接
続
語
句
の
用
法
川
～
川
に
分
有

し
て
み
よ
う
。

作
者
が
提
起
し
て
い
る
問
題
を
、
最
初
の
段
落
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
'
一
〇
字
以
内
の
名
詞
で
ま
と
め
よ
う
。

串

こ
の
文
章
全
体
の
要
旨
を
、
次
の
服
序
で
ま
と
め
よ
う
。

第
7
段
　
(
初
め
～
七
三
・
6
)

顔
面
は
ど
不
思
議
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
人
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
に

か
ら
で
あ
る
。

節
二
段
　
(
七
三
一
7
-
七
八
・
1
2
)

1
節
(
七
三
・
7
-
七
四
・
6
)

芸
術
家
は
「
人
」
を
表
現
す
る
の
に
「
改
」
だ
け
に
切
り
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
3
そ
れ
は
「
琉
」
が

・..∴,.,,-.)

二
節
　
(
七
四
・
7
-
七
六
・
5
)

「
両
」
が
真
の
優
秀
さ
を
発
揮
す
る
の
は



2
'
こ
こ
で
取
り
入
れ
た
学
田
活
動

発
展
学
習
と
し
て
'
「
人
間
は
な
ぜ
仮
両
を
作
る
の
か
」
と
い
う
問
い

に
対
す
る
文
津
を
六
百
字
程
比
で
丁
=
か
せ
る
学
門
を
耽
り
入
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
読
ん
だ
こ
と
が
ら
が
'
ど
の
程
度
生
徒

70

の
中
に
浸
透
し
て
い
る
か
へ
　
和
解
で
き
て
い
る
か
を
見
よ
う
と
し
た
3

ヒ
ン
ト
と
し
て
'
本
文
の
「
こ
の
よ
う
な
面
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
特

に
わ
れ
わ
れ
の
注
志
を
引
-
の
は
'
苗
が
、
そ
れ
を
か
ぶ
っ
て
動
く
役
者

の
肢
体
や
動
作
を
己
の
内
に
吸
収
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
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古
十
■
轟
や
聞
か
で
、
世
界
C
●
-
の
R
K
で
.
仮
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て
い
・
サ
・
-
<
&
'
は
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で
代
走
*
」
も
牀
<
:
・
∩
3
;
'
轡
I
T
六
O
O
t
f
i
i
覆

3

2

3

至

り

唱

e

*

a

^
K
T

皿
　
B
W
3
湘
ォ
5
t
!
H
T
i
c
a
-
c
サ
T
a
i
*
B
f
r
a
ほ
S
J
E
幽
E
S
S
盟
盲
旧
r
'
f
J
W
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E
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同
q
玩
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S
S
S
2
判
を
醇
土
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世
界
に
は
好
転
*
o
i
>
な
い
民
族
・
J
存
在
し
て
い
る
'

鳳
　
至
3
月
K
*
*
3
円
思
r
r
a
相
加
i
!
B
J
<
l
コ
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E
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間
t
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K
恩
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n
s
f
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打
C
f
f
t
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貞
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づ
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に
は
役
者
が
両
を
つ
け
て
動
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
効

果
か
ら
い
え
ば
'
面
が
肢
体
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
能
役
者

が
、
女
の
面
を
つ
け
て
舞
台
に
立
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
姿
を

女
と
し
て
感
じ
さ
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
役
者
の
名
に
伍
し
な

い
の
で
あ
る
。
石
、
ど
ん
な
つ
た
な
い
役
者
で
も
'
あ
る
い
は
素
人
で
も
'

女
の
両
を
つ
け
れ
ば
女
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ほ
ど
両
の
力
は
強

い
の
で
あ
る
。
」
あ
た
り
を
必
要
に
応
じ
て
与
え
た
。

ま
た
へ
考
え
は
浮
か
ん
で
い
る
が
、
何
と
な
-
書
き
出
し
や
'
書
き
方

が
う
ま
7
＼
い
か
な
い
と
い
う
生
徒
の
た
め
に
'
文
章
の
モ
デ
ル
を
紹
介
し

た
o

国
語
工
・
Ⅱ
教
科
詣
教
材
に
み
ら
れ
る
評
論
・
論
説
教
材

A
　
三
省
f
e
:
　
　
E
^
m
 
f
g
i
y
法
の
郎
党

左
右
学
の
必
要
性

隔
絶
の
時
代

「
こ
ん
に
ち
は
」
の
用
法

文
化
と
し
て
の
言
語

個
人
の
シ
ン
ボ
ル

悶蝣-. -!-=.　-~'-?-cra打

こ
と
ば
と
私

口
木
人
の
心
と
か
た
ち

漫
才
と
の
出
会
い

〓
八
-
J
^
サ
ー
ー
1
の
L
j
.
憎

労
働
の
衷
祭

B
　
第
1
　
　
国
語
丁
　
　
こ
と
ば
の
力

「
手
首
」
の
問
題

沈
黙
の
春

人
間
の
時
間

安
野
　
光
雅

城
内
　
四
郎

i
=
間
橋
　
和
巳

水
詣
　
　
i
'
-
¥

池
上
　
嘉
彦

高
取
　
正
男

鮎
川
　
信
夫

竹
西
　
寛
子

山
崎
　
正
和

鶴
見
　
俊
輔

相
田
　
　
秀

C
 
t
レ
ヴ
ィ
-
ス
ト
ロ
ー
ス

松
本
カ
ヨ
子
訳

大
岡
　
　
信

寺
田
　
寛
彦

レ
イ
チ
ェ
ル
-
カ
ー
ソ
ン

青
樹
　
築
1
訳

中
村
雄
二
郎

一
桁
　
L
式
術
.
F
-
1
-
.
.
-
S
論
　
蝣
」
=
 
'
山
人

自
然
科
学
　
(
巻
き
貝
の
研
究
)
　
人
間
学

討
恭
・
人
生
論
(
変
化
)

言
語
　
(
日
本
語
)
・
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ

言
語
・
文
化

個
人
-
-
S
庭
　
(
個
人
意
識
)

†"'-s ̂
"*'州

言
語
・
人
生

叫・'-.'化・-'

文
化
論
一
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ソ
論
一

和
代
之
明
論
　
(
心
和
学
)

E
I
J
代
文
明
論
　
(
労
働
論
)

v
:
z
㍍
・
人
間
関
係
　
(
言
光
と
心
)

科
学
者
の
研
究
態
度

現
代
文
明
・
自
然
科
学
(
生
憎
心
系
)

〔
公
害
〕

門
学
　
(
人
間
と
時
間
)
　
文
化

Tf
i

ソ
佃のH

-
蝣
/
-
]
山
の
窓

状
況
へ
の
発
言

言
語
と
文
化

民
俗
の
こ
こ
ろ

ひ
ら
か
れ
る
世
界

一一72

閃
　
文
化
と
の
出
会
い

臼
　
現
代
を
考
え
る

評
論
　
H

評
論
　
0



同
語
I
　
「
家
」
と
都
市

情
報
化
社
会
を
ど
う
生
き
る
か

小
説
と
は
何
か

日
本
文
化
の
雑
種
性

C
　
大
修
館
　
国
語
I
　
人
間
関
係
の
形
成

読
書
に
つ
い
て

「
甘
え
」
の
着
想

J

T

^

j

-

f

r

」

-

'

-

・

-

j

j

:

f

日
本
語
の
表
現

も
の
と
こ
と
ば

榊
S
^
r
i
叫

文
草
に
つ
い
て

国
語
Ⅱ
　
わ
ら
べ
歌

「
論
即
的
」
と
い
う
こ
と

人
間
の
呼
ぶ
声

日
本
語
の
こ
こ
ろ

文
革
に
つ
い
て

去
-
-
V
<
-
J
迂
ぷ

レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚

D
　
叫
治
　
机
辺
　
　
　
-
=
-
]
・
;
蝣
蝣
旨
i

言
:
i
.
V
の
力

言
語
と
文
E
・

日
常
性
の
蝉

命
拾
い

上

田

　

馬

E
+
.
野
　
芳
郎

三
島
由
紀
夫

加
藤
　
周
7

加
藤
　
秀
俊

小
林
　
秀
雄

土
居
　
雌
郎

芦
原
　
義
信

金
田
7
春
彦

那
t
z
m
&
田

坪
井
　
忠
二

芳
　
　
　
w
.

小
蝣
3
-
"
1
　
文
夫

大
森
　
野
花

石
田
英
一
郎

K
G
 
m
義

福
原
麟
太
郎

中
村
　
　
明

佐
藤
　
信
夫

粉
川
　
秀
樹

大
岡
　
　
信

谷
崎
澗
7
郎

-
V
f
.
9
　
公
r
c
>

探
代
　
惇
郎

代
:
・
'
叫
'
I
(
s
i
-
-
"
'
鵬
l

現
代
文
明
論
(
情
報
化
社
会

-
'
'
-
'

-
/
州
(
小
説
l

文
化
論
(
日
本
文
化
の
持
徴
)

J
間
m
・
S
J
-
J
?

∴
吉
論

人
間
関
休
・
日
本
人
論

‖
木
七
化
・
日
本
人
論
(
廷
築
)

言
>
・
蝣
c
パ
(
;
木
r
-
i
t
†
J
'
J
Z
3
の

<
-
'
S
-
~
S
H

・
L
E

文
章
表
別
論

-
蝣
J
'
-
J
-
ド
ハ
;
~
-
v
叫

芸
術
論
(
音
菜
)

論
P
I
t
学
・
言
葉

文
明
・
文
化
論
(
原
始
芸
術
一

・
I
-
訴
論
(
日
本
語
)

:
蝣
j
苛
-
V
T
'
V
'
J
:

I
-
A
j
-
L
人
〕

1
1
品

言
'
-
=
-
/
州
(
比
i
?
J

・
＼
-
"
'
l
T
,
;
-
'
-
作
論

評
論
　
工

t
f
e
i
1
　
〇

七
　
評
論
　
H

十
四
　
評
論
　
3
I

十
二
　
日
本
語

五
　
文
章
表
現

七
　
評
論
　
H

十
五
　
井
r
f
f
'
J
?
　
ロ

十
三
　
日
本
語

六
　
文
章
表
現

-73 -I

言
語
論
(
口
本
語
)
人
間
関
係
一
言
糞
と
心
一

(
:
~
語
・
文
章
論

認
識
論
・
人
間
論

現
代
文
明
論

人
生
と
言
葉
-
随
想
-

>'-. '-JLm現



叩
‥
 
'
'
蝣
-
i
Z
近
日
語
u

遺
具
-
人
と
物
、
人
と
人
と
を

つ
な
ぐ
も
の
-

日
本
文
化
の
雑
種
性

言
語
か
ら
文
革
へ

母
国
語
の
能
力

日
本
人
の
知
性

「
見
物
」
の
精
神

言
柴
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識

E
　
旺
文
社
　
国
語
-
　
機
械
と
人
間

な
ま
け
も
の
論

思
い
つ
め
る

金
銭
と
精
神

太
郎
と
花
子

I
日
本
語
の
造
語
作
-

文
脈
と
別
解

憎
R
G

修
貝
の
論
即

国
語
Ⅱ
　
手
の
変
幻
-
失
わ
れ
た
両
腕
-

ri'r- 'iの力

天
狗
の
界
は
な
ぜ
高
い

犬
も
歩
け
ば

「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と

F
　
東
京
T
?
籍
　
国
語
-
砂
漠
へ
の
旅

サ
ソ
チ
ョ
・
パ
ン
サ
は
こ
う
考

え
た

川
添
　
　
登

加
藤
　
周
一

谷
川
俊
太
郎

池
田
摩
耶
子

中
村
　
光
夫

加
藤
　
秀
俊

池
上
　
討
彦

加
藤
　
秀
俊

北
　
　
枕
夫

谷
川
俊
太
郎

中
村
　
光
夫

・
*
'
A
H
1
斥
汚

阻
H
 
S
S
l
i

多
田
迫
太
郎

S
E
E
3

桁
岡

大
岡

鈴
木

松
村

l
 
l
~
r
l

I
3
ォ
=
l

森
太

-K-=

隆
明

巾
行信

孝
夫明

a
=
f
l
-
∫

V
i
V
り
,

哲
郎晃

%
-
.
-
!
・
-
:
J
化
論

日
本
文
化
論

I
 
'
J
市
七
^
?
S
T

言
蝣
蝣
&
*
　
(
日
本
語
J

v
-
X
.
 
'
-
:
'
叫
、
山

文
_
リ
ー
論

r
a
闇
f
f
i
W

・

J

　

-

一

l

,

　

。

n

現
代
文
明
論

人
間
論

人
生
論

社
会
・
文
化
論

言
　
へ
州
　
(
〓
木
-
=
l

文
章
表
現
論

人
間
関
係
論

現
代
社
会
論

芸
術
・
認
識
論

言
語
・
人
間
関
係
(
言
出
と
心
)

言
1
'
3
-
川

言
語
論
　
(
意
味
の
変
遷
)

思
想
・
社
会
科
学
・
人
間
田
椋

J生J=:

蝣ẑ
J-.ツ

礼
-
1
　
文
化
と
生
活

-
評
論
-

5
　
言
葉
と
表
現

1
　
社
会
と
人
間
-
評
論
-

5
　
言
葉
と
文
化

2
　
現
代
を
考
え
る

4
　
論
説
・
評
論
H

1
 
l
　
人
叫
L
J
&
;
那

74 -・

1
5
　
論
説
・
評
論
0

4
　
論
説
・
評
論
H

1
 
l
　
日
本
語
の
特
質
と
変
遷

1
3
　
論
説
・
評
論
四

八
　
増
え
る
と
い
う
こ
と

-
評
論
H



日
本
の
近
代

国
語
Ⅱ
　
　
黄
色
い
太
陽

分
の
世
界

美
を
求
め
る
心

G
　
筑
輝
　
　
同
語
工
　
　
寅
実
の
百
面
相

祁
i
j
…
の
夫

人
問
と
こ
と
ば
と

生
ま
れ
て

関
　
北
　
　
　
　
と
い
う
I
サ
"
'
"

私
の
ふ
る
さ
と
論

ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と

暗
い
河
の
流
れ
に

H
　
角
川
　
桁
選
国
語
-
　
自
由
に
つ
い
て

小
説
と
は
何
か

人
類
と
科
学

日
本
人
の
空
間
感
覚

r- -i->)川。代

言'-''蝣Iを作る

主
題
と
桃
成

間>rj-ziVjの方J-1

精
選
国
語
Ⅱ
　
　
現
代
に
お
け
る
態
度
決
定

イ
ヌ
の
世
界
戦
略

幸
福
に
つ
い
て

中
村
光
夫

L
-
J
'
-
.

-
^
i
t
-
式
史

谷
川
敬
三

小
林
秀
雄

大
森
荘
蔵

柳
宗
悦

!
S
S
S
闇
圃

茨
木
の
り
子

長
田
弘

木
下
順
二

叫
∩
:
;
-
/
杏

武
精
微

貴
下
信
1

T
^
S
J
1

胡
永
振
1
郎

山
崎
.
d
和

吉
川
泰
雄

人
」
r
~

i
-
S
,
*
」
&

中
弘

辻今九
泉　LLI

-

蝣

蝣

,

'

化

言

語

論

個

人

・

文

化

芸

術

(

文

学

論

)

4

^

c

∵

川

守

i

-

f

-

z

芸

術

論

・

'

~

-

L

z

^

川

・

人

生

論

章

t

-

%

1

人

C

-

語

・

人

生

論

言

ド

・

~

…

T

-

・

l

i

-

-

'

-

~

^

人

生

論

芸

術

・

人

生

論

思

想

・

人

生

論

文

学

(

小

説

)

論

科

学

論

日

本

人

論

・

文

化

論

語

論

'-

蝣

>

*

.

:

-

-

。

、

"

叫

J

'

p

-

>

i

-

†

ハ

∵

J

帯

表

り

<

%

思

想

・

社

会

社

会

・

文

明

論

人

生

・

人

間

論

十
四
　
思
索
を
深
め
る

-
評
論
〇

八
　
人
問
の
探
究
-
評
論
H

十
四
　
美
へ
の
開
眼
-
評
論
0

1
0
　
評
論

l
　
こ
と
ば
と
人
生

1
　
こ
と
ば
と
生
活

1
0
　
評
論

六
　
変
と
自
由

十
7
　
近
代
の
小
説
口

十
二
　
文
化
を
生
む
も
の

〔
言
葉
の
世
非
〕

75

十
7
　
現
代
の
社
会

t
　
生
き
る
と
い
う
こ
と



他
人
の
目

詩
の
こ
こ
ろ
を
読
む

文
脈
の
働
き

語
窮
と
表
記

言
葉
の
意
味
を
知
ろ
う

週
刊
誌
の
吉
光
を
調
べ
ろ

l
　
右
文
由
　
〓
国
語
-
　
日
本
的
思
考
の
原
雅

自
然
界
の
表
情

現
代
日
本
の
開
化

日
本
の
朽
命

-Kt

生
き
る
顔
つ
き

「
ウ
オ
」
と
「
サ
カ
ナ
」

自
己
基
準
と
他
者
基
準

国
語
Ⅲ
　
コ
モ
ソ
・
セ
ソ
ス
と
は
な
に
か

日
本
人
の
空
間
感
覚

共
師
寺
雑
感

モ
ネ

雪
月
花
の
時

言
葉
で
生
き
る

点
的
論
斑

「
的
」
の
文
化

駒
の
い
な
な
き

大
庭
み
な
子

茨
木
の
り
子

相
島
　
忠
夫

什
　
　
C
i
=
S

3
?
F
　
　
武

f
^
K
　
母
子

高
取
　
正
男

島
崎
　
敏
樹

t
y
-
　
汎
石

西
尼
　
幹
二

井
上
　
　
靖

水
上
　
　
勉

宕
淵
悦
太
郎

鈴
木
　
孝
夫

中
村
雄
二
郎

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル

佐
藤
信
行
　
訳

加
4
'
.
"
川
一

小
林
　
秀
雄

山
本
　
戯
言

n
西
　
c
J
干

外
山
滋
比
古

S
-
2
-
木
　
棺
拭

v'fホ　拙T. "

人
生
・
偶
人
・
人
間
関
係
論

文
学
　
(
詩
一
人
生
論

:;-'i'-火　論

'-'i-上村-*r

文
章
表
現
論

f
t
嗣
F
M
悶

社
会
・
人
間
関
係
論

m
m
問
酬
I
K

文
明
・
文
化
論

文
明
・
文
化
論

人
生
・
言
語
論

人
生
論

t.t.~--*!*鵬　(方一ill

言
蝣
・
-
蝣
蝣
-
人
間
I
'
1

思
想

文
明
・
文
化

文
化
・
歴
史

-
蝣
蝣
-
糾
　
(
絞
画
)

:
蝣
;
蝣
:
蝣
蝣
　
(
小
川
詩
)

言
語
・
人
生

言
語
・
論
理
学

言
捕
…
(
日
本
語
一
文
化

'- -'I　<''-<a)

六
　
育
春
の
叙
情
・
現
代
詩

〔
言
葉
の
他
界
〕

三
　
論
説
・
評
論
H

五
　
論
説
・
評
論
〇

一
こ
と
ば
の
こ
こ
ろ

九
　
こ
と
ば
と
生
活

三
　
論
説
・
評
論
H

7fi --

六
　
論
説
・
評
論
0

1
　
こ
と
ば
の
ひ
び
き

十
一
こ
と
ば
の
創
造



S
K
&
l

光
村

国
語
工
　
東
と
西
の
問

ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
-
経
済

好
き
な
<
r
-
&
.

水
の
ご
と
-
扶
-

対
語
Ⅱ
　
私
の
自
然
観

人
類
は
滅
び
る
か

も
の
と
言
葉

比
晩
に
つ
い
て

都
市
の
個
性

日
本
文
化
の
存
在
証
明

王
朝
文
学
の
他
罪

K
　
尚
学
　
新
選
国
語
I
　
人
生
と
文
学

科
学
者
と
敢

思
法
を
-
蝣
%
む

;
 
'
」
上
の
迫

新
選
国
語
Ⅱ
　
文
章
の
個
性
に
つ
い
て

「
い
ま
」
　
「
こ
こ
」
の
発
見

自
立
と
挫
折
の
青
春
像

山
に
行
-
心

科
学
文
明
の
曲
が
り
角

L
　
学
図

お
そ
れ
と
い
う
感
情

国
語
工
　
自
己
を
見
つ
め
る

情
報
へ
の
飢
え

・
日
本
人
の
表
現

梅
村
　
忠
夫

大
塚
　
久
雄

阿
部
　
　
昭

森
本
　
哲
郎

今
西
　
鋭
司

旦
筒
　
敏
隆

鈴
木
　
孝
夫

外
山
滋
比
古

加
藤
　
周
1

山
崎
　
正
和

中
村
真
1
郎

野
間
　
　
宏

斗

田

　

蝣

3

^

小
林
　
直
樹

柳
田
　
国
男

高
田
　
瑞
租

杉
山
　
康
彦

s
i
:
　
和
己

吉
井
　
由
吉

中
間
　
門
蝣
i
;

唐
木
　
順
三

共
下
　
信
1

稲
垣
佳
悦
子

中
村
　
　
明

文
明
・
文
化
・
言
語

社
会
科
学
(
経
済
・
歴
史
一

言
語
　
(
文
章
論
)

人
間
関
係

自
然
科
学
一
生
態
学
)

自
然
科
学
　
(
生
態
学
)

言
語

言
語
　
(
機
能
)

現
代
文
明
論

文
化
・
文
明
・
日
本
人
論

文
学
　
(
古
典
文
学
)

文
学
・
人
生

認
識
論
・
哲
学

社
会
科
学
(
定
法
)

文
明
一
民
俗
)

言
語
　
(
文
章
論
)

V
l
h
批
評

青
春
論

人
生
論

現
代
文
明
論

人
生
・
哲
学

個
人
・
背
蕃
論

心
理
学
・
人
間
論

言
語
　
(
日
本
語
)
　
言
柴
と
心

十
二
　
文
明
へ
の
視
点

7
　
言
葉
の
発
見
論

六
　
随
想
・
評
論

九
　
評
論

十
二
　
評
論
・
論
説

十
三
　
王
朝
の
文
学

六
　
人
生
と
思
索

十
四
　
現
代
と
伝
統

」-;蝣'.市とIJ.

六
　
自
己
の
発
見

7
0
　
文
明
と
人
間

四
　
評
論
H

九
　
評
論
f
I

77



埋
も
れ
た
古
代
都
市

国
語
Ⅱ
　
個
人
の
可
能
性

東
京
高
速
を
歩
い
た
牛

言
葉
の
力

罪
と
恥

M
等
出
版
霊
工

ア
フ
リ
カ
で
考
え
る

生
き
る
こ
と
考
え
る
こ
と

失
わ
れ
た
両
腕

批
判
的
精
神

辞
苔
を
引
-
菜
し
み

日
本
人
の
論
班
構
造

国
語
Ⅱ
　
生
き
る
じ
た
ば
た

「
的
」
の
文
化

こ
の
意
味
炎
矢
の
時
代
に
生
き

^
¥
i青

春
明
治
女
性
史

口
語
文
体
の
征
立

N
　
角
川
　
総
合
国
語
I
　
好
き
な
言
某

日
本
人
の
表
別

芳
春
の
意
義
に
つ
い
て

過
剰
の
w
t

森
本
　
哲
郎

加
藤
　
秀
俊

な
だ
い
な
だ

大
岡
　
　
信

土
K
r
　
思
川

叫
E
 
j
S
r
S

中
村
雄
二
郎

清
岡
　
卓
行

…
M
-
S
　
拭
排

河
盛
　
好
機

板
坂
　
　
元

茨
木
の
り
子

鈴
木
　
修
次

S
i
i
K
I
削

中村
上
　
信
彦

山
木
　
正
秀

井
上
　
　
靖

中
村
　
　
明

河
盛
　
好
蔵

中

井

　

1

1

社
会
科
学
(
歴
史
)
・
文
明
論

個
人
・
人
生
論

人
間
論

言
語
・
人
間
関
係
(
言
葉
と
心
)

日
本
人
・
日
本
文
化
論

社
会
科
学
(
人
間
・
文
化
)

人
生
論
・
哲
学

芸
術
・
認
識
論
ラ
ィ
I
ナ
ス
)

論
刑
学
・
認
識
論

"
"
j
r
-
 
-
…
サ
　
ー

言
語
　
百
本
語
)
　
(
自
然
の
助
動
詞

「
れ
る
・
ら
れ
る
」
)

文
学
　
(
詩
∵
人
生

言
語
　
(
日
本
語
「
文
化

現
代
文
明
論

い
.
;
捕
(
州
　
(
'
'
.
?
十
一

人
生
論
　
(
文
学
)

文
学

言
語
・
人
生
　
(
「
1
期
1
会
」
一

言
語
(
日
本
語
一
・
表
現
哀
現
に
お

け
る
普
遍
)

'
*
-
-
1
'
J
」
-
J
t
㈹

社
会
・
人
生
論

四
　
評
論
H

九
　
評
f
l
S
Q
.

十
四
　
評
論

^
m
慧

'

蝣

^

　

　

　

　

　

"

-

1

　

蝣

　

3

5
　
随
想
と
評
論

1
0
　
近
代
の
出
発

評
論
H
　
四

評
論
〇
　
八



日
本
に
象
が
い
た
こ
ろ

総
合
国
語
l
 
r
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

こ
と
わ
ざ
の
風
景

I
「
か
え
る
の
行
列
」
-

人
間
へ
の
信
頼

洞
餌
の
芸
術

〇
三
省
堂
　
新
国
語
-
逆
さ
に
地
図
を
眺
め
て
ご
ら
ん

相
手
依
存
の
自
己
規
定

文
化
と
言
語

新
国
語
Ⅱ
　
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
あ
り
ま
す
か

-
場
面
と
こ
と
ば
-

人
間
性
と
想
像
力

も
の
ぐ
さ
太
郎

図
」
t
サ
3
関

河
合
　
雅
雄

多
田
道
太
郎

富
野
源
三
郎

井
手
　
則
雄

小
松
　
左
京

1

S

3

K

!

田

西
江
　
雅
之

川
本
　
茂
雄

な
だ
い
な
だ

花
田
　
清
輝

社
会
科
学
　
(
歴
史
)

自
然
科
学
(
人
間
・
社
会
)

人
間
・
人
生
　
(
こ
と
わ
ざ
)

人
間
・
哲
学

芸
術
・
歴
史

認
識
論

言
語
・
社
会
　
(
日
本
人
論
)

言
語
・
文
化

言
語
　
(
敬
語
)

人
間
・
認
識
論
・
社
会
　
(
想
像
力
)

人
生
論

評
論
臼
　
二
十

四
　
評
論
H

l
　
人
間
を
見
つ
め
て

七
　
評
論
0
　
2
状
況
の
中
で

u
s

l
t
現
行
の
国
語
工

Ⅱ
の
教
科
書
の
う
ち
'
わ
が
校
に
見
本
が
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

A
～
0
の
十
五
種
の
教
科
省
に
つ
い
て
調
査
で
き
た
。

2
'
教
科
書
に
よ
っ
て
'
単
元
構
成
の
し
か
た
に
違
い
が
あ
り
、
(
文
章
形
態
(
ジ
ャ
ン
ル
)
に
よ
る
も
の
へ
生
活
単
元
に
よ
る
も
の
)
、
随
想
・
説
明
文
な
ど
と
の

違
い
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
も
挙
が
っ
て
い
る
。
ご
指
摘
願
い
ま
す
。

3
'
表
の
構
成
は
'
上
段
か
ら
出
版
社
、
教
科
F
.
=
名
'
教
材
名
　
(
題
)
へ
珊
者
、
大
ま
か
な
内
容
分
類
、
単
元
名
と
な
っ
て
い
る
。

4
'
内
容
分
類
に
つ
い
て
'
誤
り
が
多
々
あ
る
と
思
う
の
で
'
ご
指
摘
願
い
ま
す
。




