
新
書
を
ま
る
ご
と
読
む

-
鈴
木
孝
夫
著
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
　
(
岩
波
書
店
)
　
の
ば
あ
い
-

竹
　
盛
　
浩
　
二

一
'
自
ら
読
む
力
を
育
て
る
た
め
に

教
科
書
や
副
教
材
の
評
論
文
を
読
み
解
い
て
い
-
の
は
、
そ
の
手

順
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
'
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
だ
け
で

は
ど
う
も
物
足
り
な
い
。
筆
者
の
主
張
が
最
も
集
約
的
に
表
れ
て
い

る
部
分
だ
け
を
生
徒
に
与
え
る
の
で
は
、
「
自
ら
が
読
む
力
」
を
生

徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
全
体
の
中
で

何
が
重
要
で
あ
り
'
ど
こ
に
興
味
が
持
て
る
の
か
へ
　
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
'
生
徒
自
ら
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
は
な
い
の
か
へ
　
筆

者
の
も
の
の
考
え
方
を
ま
る
ご
と
全
体
的
に
読
み
と
り
'
生
徒
自
ら

が
筆
者
と
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
る
教
材
は
な
い
の
か
、
授
業
を
し

て
い
て
、
い
つ
も
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ご
ろ
「
自
己
教
育
力
」
　
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

「
読
む
」
領
域
に
お
い
て
こ
の
間
題
を
考
え
て
み
れ
ば
、
精
読
よ
り

も
多
読
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
.
1
冊
の
本
へ
　
あ
る
い
は
関
連

す
る
何
冊
か
の
本
を
「
ま
る
ご
と
」
読
む
中
で
、
読
み
取
っ
た
情
報

を
選
別
L
へ
自
分
に
と
っ
て
有
効
な
も
の
に
し
て
い
-
、
そ
し
て
そ

れ
を
効
果
的
に
表
現
す
る
、
そ
う
い
う
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と

は
重
要
で
あ
る
o

精
読
の
意
義
を
疑
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
'
こ
れ
だ
け
で
は

「
自
ら
読
む
力
」
は
育
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
「
ま

る
ご
と
」
読
む
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う

な
理
解
の
上
に
、
「
自
ら
読
む
力
」
を
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
育
て

て
い
-
の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
は
へ
そ
の
ひ
と
つ
の
試
み
を
報
告
す
る
。

二
　
新
書
を
ま
る
ご
と
読
む

新
書
は
へ
　
そ
の
性
格
か
ら
し
て
'
基
本
的
に
分
か
り
や
す
-
書
か

れ
て
お
り
へ
　
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
手
ご
ろ
で
あ
る
。
高
価
で
な
く
、
生
徒

数
分
を
入
手
し
や
す
い
。
高
校
生
に
一
冊
の
評
論
的
な
文
章
を
読
ま

せ
る
の
に
'
い
ろ
い
ろ
な
画
で
、
新
詔
と
い
う
の
は
'
都
合
が
い
い
〇

九
六
年
度
二
学
期
、
高
校
一
年
生
を
対
象
に
'
鈴
木
孝
夫
の
『
教

養
と
し
て
の
言
語
学
』
　
(
岩
波
書
店
　
9
6
年
9
月
2
0
日
発
行
)
　
を
教

材
と
し
て
選
定
し
た
。
そ
の
際
考
え
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。
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(
1
)
　
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
　
を
ま
る
ご
と
教
材
に
す
る
こ
と

が
、
高
校
1
年
生
を
対
象
に
、
ふ
さ
わ
し
い
の
か
ど
う
か
。

こ
の
本
は
、
「
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
意
外
な
事
実
や
見
逃
さ

れ
て
き
た
問
題
を
'
言
語
学
の
基
本
を
て
い
ね
い
に
解
説
し

な
が
ら
解
き
明
か
す
。
深
-
言
語
の
し
-
み
を
知
り
た
い
と

願
う
読
者
の
た
め
の
-
」
本
で
あ
る
。

「
評
論
」
と
い
う
よ
り
も
説
明
文
的
な
文
章
に
近
く
易

し
い
文
章
で
あ
り
、
し
か
も
へ
　
興
味
の
持
て
る
ユ
ニ
ー
ク
な

事
例
や
問
題
を
効
果
的
に
提
示
し
な
が
ら
述
べ
て
あ
る
の
で
、

生
徒
は
案
外
無
理
な
-
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

(
2
)
　
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
　
を
高
校
一
年
生
に
読
ま
せ
よ
う

と
す
る
授
業
に
お
い
て
'
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
。

①
一
冊
ま
る
ご
と
読
む
喜
び
を
説
-
0

で
も
へ
　
や
は
り
不
安
な
の
は
、
生
徒
の
読
も
う
と
す
る

意
志
が
持
続
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
家
庭
学
習
で
は
な

-
、
授
業
の
中
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
時
間
を
と
っ
て
'
生
徒

の
表
情
を
見
な
が
ら
進
め
て
い
-
し
か
な
い
。

何
は
と
も
あ
れ
、
一
冊
ま
る
ご
と
読
み
切
る
の
だ
と
促

し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

②
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
こ
と
の
必
然
性
を
確

認
す
る
。

こ
の
年
度
の
後
期
教
育
実
習
で
'
実
習
生
が
梅
樺
忠
夫

の
「
世
界
の
中
の
日
本
語
」
　
(
明
治
書
院
「
精
選
国
語
I

(
現
代
文
編
)
」
所
収
)
　
を
扱
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
へ
　
「
言

語
論
を
読
む
」
と
い
う
単
元
を
設
定
し
'
生
徒
に
持
た
せ

て
い
る
「
現
代
評
論
文
選
」
　
(
日
栄
社
)
　
の
中
か
ら
、
森

本
哲
郎
の
「
こ
と
ば
へ
の
旅
」
へ
　
鈴
木
孝
夫
の
「
こ
と
ば

の
社
会
学
」
、
池
上
嘉
彦
の
「
記
号
論
へ
の
招
待
」
を
中

間
試
験
前
の
課
題
学
習
に
指
定
し
、
『
教
養
と
し
て
の
言

語
学
』
を
そ
の
最
後
に
位
置
づ
け
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
'

こ
と
ば
に
関
す
る
一
冊
の
本
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
こ

と
と
し
た
。
し
か
も
最
新
の
一
冊
。
こ
の
言
語
論
を
じ
っ

く
り
読
ん
で
、
言
語
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
よ
う
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

③
生
徒
の
提
示
す
る
読
み
を
尊
重
す
る
。

生
徒
を
主
体
に
し
て
授
業
を
創
る
た
め
に
へ
　
生
徒
の
提

示
す
る
読
み
で
も
っ
て
、
授
業
を
展
開
し
て
い
-
0

④
読
み
の
方
向
性
を
定
め
る
。

生
徒
の
読
み
に
は
、
ミ
ク
ロ
の
読
み
が
あ
り
へ
　
マ
ク
ロ

の
読
み
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
生
徒
の
読
み
な
の
だ
か
ら
、

と
も
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
な
か
で
'
様
々
な
角
度
か
ら
、
筆
者
の
こ
と

ば
に
対
す
る
姿
勢
や
考
え
方
も
捕
捉
で
き
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
す
と
な
る
と
'
そ
こ
に
向
か

う
た
め
に
、
生
徒
各
自
の
読
み
を
ど
の
よ
う
な
方
向
で
提

示
さ
せ
る
の
か
、
そ
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
お
-
方
が
よ
か

ろ
う
。
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⑤
教
室
に
お
い
て
読
み
を
交
換
す
る
。

読
み
の
提
示
モ
デ
ル
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
教
室
の
中

で
お
互
い
の
読
み
を
交
換
し
'
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
一

応
の
共
通
の
ス
タ
イ
ル
を
決
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。

客
観
的
な
、
正
確
な
読
み
取
り
と
い
っ
た
も
の
を
、
決

し
て
目
指
す
の
で
は
な
い
。
お
互
い
の
読
み
を
さ
ら
に
読

み
あ
い
な
が
ら
へ
　
み
ん
な
で
一
冊
の
新
書
を
ま
る
ご
と
読

ん
だ
の
だ
と
い
う
実
感
を
持
た
せ
た
い
。

(
-
)
　
は
教
材
画
で
の
、
(
2
)
　
は
授
業
技
術
面
で
の
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
結
局
は
、
「
生
徒
自
ら
の
読
む
力
」
を
い
か

に
身
に
つ
け
て
い
-
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。

新
書
を
「
ま
る
ご
と
」
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
へ
生
徒
た
ち
が
読
む

こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
へ
　
主
体
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
を
身
に

つ
け
て
い
く
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
。

≡
　
授
業
の
実
際

(
-
)
　
期
間
　
1
九
九
六
年
1
　
1
月

(
2
)
対
象
　
広
島
大
学
附
属
福
山
高
等
学
校
1
年
A
、
C
、
D
組

(
3
)
指
導
過
程
　
(
括
弧
内
は
時
間
数
)

①
　
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
　
(
1
時
間
)

一
括
購
入
し
た
も
の
を
'
各
自
、
と
に
か
-
読
み
始
め
る
。

高
校
1
年
生
で
'
岩
波
新
書
を
授
業
で
ま
る
ご
と
7
冊

読
む
と
い
う
の
は
'
ひ
じ
ょ
う
に
刺
激
的
で
あ
る
。

②
読
み
の
提
示
モ
デ
ル
を
確
認
す
る
　
(
1
時
間
)

読
み
を
中
断
さ
せ
、
読
み
終
え
た
段
階
で
読
み
を
教
室

の
み
ん
な
に
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
へ

第
〓
早
と
第
二
章
を
例
に
と
っ
て
確
認
さ
せ
る
。

モ
デ
ル
は
二
つ
用
意
し
た
。
モ
デ
ル
A
は
全
体
要
約
型
。

モ
デ
ル
B
は
部
分
要
約
感
想
型
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
で
'
第
1
章
と
第
二
章
の
内
容
を
確
認
し
'

第
三
章
以
降
の
読
み
に
自
然
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
に
促

し
、
同
時
に
へ
読
み
終
え
て
後
の
要
約
と
考
察
の
手
本
と

な
る
よ
う
に
と
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
生
徒
は
必
要
に
応
じ
て
メ
モ

を
し
な
が
ら
さ
ら
に
読
み
す
す
め
、
要
約
を
L
へ
新
し
-

知
っ
た
こ
と
、
疑
問
点
な
ど
を
ま
と
め
、
考
察
を
書
く
こ

と
に
な
る
。

こ
の
時
間
は
、
1
連
の
読
み
の
中
で
唯
1
指
導
者
が
解

説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
特
に
重
要
な
時
間
で
あ
る
。

そ
の
指
導
案
と
、
二
つ
の
モ
デ
ル
は
、
本
稿
の
最
後
に

掲
げ
て
お
-
。
【
注
I
へ
　
2
】

③
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
　
(
4
時
間
)

②
の
段
階
を
踏
ま
え
つ
つ
へ
再
び
へ
　
ひ
た
す
ら
読
む
。

途
中
で
'
メ
モ
用
紙
を
配
布
す
る
。
メ
モ
用
紙
は
'

前
出
モ
デ
ル
の
台
紙
(
上
段
に
目
次
、
下
段
は
空
欄
の

も
の
)
0

し
か
し
実
際
は
へ
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
メ
モ
を
と
ら
ず
、

黙
々
と
最
後
ま
で
読
み
続
け
た
。
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④
「
要
約
へ
新
し
-
知
っ
た
こ
と
'
疑
問
点
、
そ
こ
か
ら
の

考
察
」
を
書
-
(
1
時
間
)

読
み
終
え
て
、
順
次
「
要
約
、
新
し
-
知
っ
た
こ
と
へ

疑
問
点
へ
　
そ
こ
か
ら
の
考
察
」
を
書
き
へ
提
出
す
る
。

記
入
用
紙
は
メ
モ
用
紙
と
同
1
の
も
の
.

⑤
「
r
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
」
を
読
む

(
2
時
間
)

生
徒
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
を
順
次
印
刷
、
配
布
し
、

最
後
に
表
紙
を
つ
け
て
冊
子
と
し
て
綴
じ
る
。

こ
の
「
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
」
に
コ
メ

ン
ト
を
加
え
つ
つ
、
み
ん
な
で
読
む
。

ま
と
め
方
の
1
　
つ
1
　
つ
に
生
徒
1
人
1
人
の
個
性
が
う

か
が
え
、
そ
れ
を
読
む
中
で
'
お
互
い
が
磨
か
れ
る
。

四
　
読
み
の
考
察

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
は
'
第
1
章
「
記

号
と
し
て
の
こ
と
ば
」
、
第
二
章
「
こ
と
ば
の
働
き
と
あ
い
さ
つ
」
、

第
三
章
「
指
示
語
の
し
-
み
」
、
第
四
章
「
人
称
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
語
の
問
題
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
L
へ
　
そ
れ
に
、
第
五
章
「
『
言
語
干
渉
』
　
か
ら
み
た
外
来
語
」

は
、
言
語
の
問
題
か
ら
'
い
き
お
い
日
本
と
西
欧
と
の
文
明
論
に
走
っ

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
を
読
ん
で
何
か
を
書
-
と
い
う
時
へ
戸
惑
う
こ
と

が
多
い
の
だ
が
、
生
徒
た
ち
は
自
分
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
、
じ
つ

に
適
切
な
と
こ
ろ
で
へ
　
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
-
、
先
述

の
「
モ
デ
ル
」
が
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

単
に
絞
り
の
度
合
い
の
問
題
だ
け
で
は
な
-
て
、
生
徒
た
ち
は
'
と

て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
'
興
味
あ
る
問
題
提
示
を
み
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
へ
生
徒
の
読
み
を
四
つ
に
分
類
し
、
以
下
、
そ
の
特
徴
を

考
察
す
る
。

千
)
　
図
表
化
も
試
み
な
が
ら
へ
筆
者
の
説
明
を
要
約
し
て
い
る

も
の
　
(
S
頁
①
、
1
-
4
頁
②
参
照
)

①
も
②
も
、
要
領
よ
-
図
式
化
で
き
て
い
る
。
②
は
、
図
式
化
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
へ
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。

(
2
)
　
筆
者
の
説
明
に
納
得
し
、
自
分
な
り
の
感
想
を
述
べ
て
い

る
も
の
。

①
【
第
二
章
　
三
　
あ
い
さ
つ
行
動
の
三
類
型
】

こ
の
本
に
よ
る
と
あ
い
さ
つ
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
。

-
「
も
し
も
し
」
な
ど
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
。
2
「
さ
よ

な
ら
」
な
ど
の
儀
礼
的
な
も
の
'
3
「
祝
詞
」
な
ど
の
内
容
は
薄
い

の
に
言
葉
が
大
げ
さ
で
長
い
も
の
。
こ
の
三
つ
で
あ
る
。

私
は
あ
い
さ
つ
が
苦
手
で
あ
る
。
特
に
、
3
の
タ
イ
プ
は
す
る
の

も
さ
れ
る
の
も
苦
手
で
、
「
本
日
は
お
日
柄
も
よ
ろ
し
-
-
」
な
ど

と
言
っ
て
い
る
の
を
聞
-
と
ど
っ
と
疲
れ
て
し
ま
う
。
大
い
な
る
時

間
の
無
駄
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
1
、
2
の
タ
イ
プ
も
苦
手
で
あ
る
。

タ
イ
ミ
ン
グ
が
普
通
の
人
と
少
々
ず
れ
て
い
る
ら
し
い
。
あ
い
さ
つ

に
限
ら
ず
'
言
葉
を
使
わ
ず
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
ら
楽
だ
と
思

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
-
)
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②
【
第
三
章
　
四
　
自
称
詞
(
一
人
称
)
　
と
し
て
の
「
ひ
と
」
】

相
手
に
対
し
て
心
理
的
な
対
立
状
態
に
入
っ
た
時
へ
元
来
自
分
以

外
の
他
人
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
「
ひ
と
」
を
自
称
代
名
詞
と
し
て

使
用
す
る
。

(
例
)
　
　
「
よ
-
も
人
を
編
し
た
わ
ね
!
」

こ
れ
は
日
本
語
が
「
相
手
依
存
型
自
己
規
定
」
　
の
性
格
を
持
つ
こ

と
に
起
因
す
る
。
話
者
は
相
手
の
視
座
に
立
ち
、
自
ら
を
「
ひ
と
」

と
称
す
る
こ
と
で
、
「
私
は
お
前
か
ら
見
れ
ば
他
人
さ
」
と
言
語
的

に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

*
　
な
る
ほ
ど
私
も
「
ひ
と
の
物
を
～
」
と
か
使
う
。
こ
れ
は
自

分
と
相
手
を
他
人
化
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
「
私
」
と
言

わ
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
だ
。
「
ひ
と
の
勝
手
じ
ゃ
!
」
　
と
親

に
反
発
し
た
と
き
の
「
ひ
と
」
は
確
か
に
へ
親
と
子
と
い
う
教

育
さ
れ
る
と
い
う
関
係
を
否
定
し
た
い
と
い
う
心
理
が
働
い
て

い
た
よ
う
に
思
う
。
自
然
に
使
っ
て
い
た
つ
も
り
で
も
、
実
は

心
理
的
な
こ
と
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と

思
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
O
)

③
【
第
五
章
　
二
　
外
国
語
に
よ
る
影
響
の
六
類
型
3
置
き
換
え
】

「
日
本
の
草
花
の
名
は
英
語
な
ど
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
こ
そ
比
較

に
な
ら
ぬ
ぐ
ら
い
味
の
あ
る
巧
妙
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
」

こ
の
部
分
を
読
ん
で
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
た
。
何
故
そ
の
物
体
に

ピ
ッ
タ
リ
な
名
前
が
あ
る
の
に
、
い
ち
い
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
の
舌

を
か
み
切
り
そ
う
な
原
語
を
使
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
僕
は

日
本
語
が
好
き
だ
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
現
象
に
は
腹
が
立
っ
て
な
ら

な
い
。
腹
が
立
つ
と
い
え
ば
最
近
の
若
者
が
使
う
コ
ギ
ャ
ル
語
だ
。

こ
の
殴
っ
て
や
り
た
-
な
る
よ
う
な
コ
ギ
ャ
ル
語
が
日
本
に
広
ま
れ

ば
'
日
本
は
破
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ち
ょ
っ
と

話
が
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
'
と
に
か
-
窓
意
的
に
き
ま
っ
た
そ
の
物

体
に
ピ
ッ
タ
リ
な
名
前
な
ど
を
調
子
に
乗
っ
て
安
易
に
変
え
る
べ
き

で
は
な
い
と
僕
は
思
う
。
僕
は
田
舎
で
育
っ
た
せ
い
か
パ
ン
ジ
ー
と

聞
-
と
な
ん
だ
か
都
会
の
住
宅
地
を
連
想
し
て
し
ま
っ
て
親
し
み
が

わ
か
な
い
が
、
彼
岸
花
と
聞
-
と
、
池
の
ま
わ
り
の
草
原
や
田
ん
ぼ

を
連
想
し
て
実
に
親
し
み
が
わ
い
て
-
る
。
何
を
い
っ
て
い
る
の
か

わ
か
ら
な
-
な
っ
た
が
t
　
と
に
か
-
安
易
に
日
本
語
を
変
え
る
べ
き

で
は
な
い
と
僕
は
い
い
た
い
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
5
3
)

④
【
第
五
章
　
三
　
西
欧
文
明
と
日
本
】

(
日
本
は
併
存
文
化
の
国
)

明
治
維
新
後
、
強
大
な
西
洋
文
化
が
急
激
に
押
し
寄
せ
て
き
て
、

日
本
人
た
ち
は
、
西
洋
文
化
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
へ

要
す
る
に
へ
心
理
的
な
堤
防
を
築
い
た
の
だ
と
思
う
。
と
も
す
れ
ば
へ

強
大
な
西
洋
文
化
に
取
っ
て
変
わ
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
に
、
西
洋
の

も
の
に
は
西
洋
～
'
日
本
の
も
の
に
は
日
本
～
、
と
再
命
名
し
'
き
っ

ち
り
棲
み
分
け
を
行
い
、
日
本
文
化
を
西
洋
の
そ
れ
と
対
等
に
扱
う

こ
と
で
、
心
理
的
安
定
を
図
る
だ
け
で
な
-
、
交
ざ
り
も
'
押
し
流

さ
れ
も
せ
ず
、
確
固
た
る
日
本
文
化
の
存
在
を
手
に
入
れ
た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
1
方
で
は
、
日
本
語
は
そ
の
意
味
を
広
げ
る
こ
と
で
、
ま

た
漢
字
と
い
う
優
れ
た
言
語
要
素
を
用
い
て
'
日
本
に
は
な
か
っ
た
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西
洋
の
膨
大
な
文
化
を
自
国
の
言
語
で
消
化
し
、
日
本
文
化
に
取
り

込
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
へ
一
方
で
は
棲
み
分
け
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
取
り

込
ん
で
い
-
こ
と
で
'
日
本
は
'
幹
を
日
本
文
化
と
西
洋
文
化
の
二

つ
に
分
け
、
そ
の
枝
葉
は
巧
み
に
か
ら
み
合
っ
た
大
木
を
文
化
と
し

て
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
T
)

①
②
③
は
い
ず
れ
も
'
筆
者
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
自
分
自
身
に

引
き
つ
け
て
理
解
し
'
要
約
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
い
さ
つ
の

苦
手
な
自
分
自
身
を
振
り
返
り
'
親
へ
の
反
発
の
場
面
を
思
い
出
し
、

田
舎
で
育
っ
た
実
感
を
大
切
に
し
て
'
ど
れ
も
具
体
的
に
自
分
自
身

を
語
っ
て
い
る
。
④
も
、
筆
者
の
見
解
を
自
己
流
に
言
い
直
し
、
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
　
筆
者
の
説
明
を
さ
ら
に
自
分
な
り
に
発
展
さ
せ
て
み
よ
う

と
試
み
て
い
る
も
の
。

①

【

第

二

章

一

言

語

の

構
成
要
素
と
基
本
的
な
機
能
】

上
の
図
は
ヤ
ー
コ
プ
ソ
ン

の
言
語
構
成
に
伴
う
六
要
素

が
'
現
代
の
若
者
の
間
で
ど

の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ

て
い
る
か
、
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
言
語
体
系
は
「
同
じ
言
語
を
知
っ
て
い
る
」
だ
け
で
は

な
-
、
T
V
や
雑
誌
か
ら
吸
収
さ
れ
た
「
同
じ
情
報
を
知
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
が
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
話
し
手
は
聞
き
手
と
　
「
同
じ
情
報
を
分
か
ち
合
う
仲
間
」

と
い
う
連
帯
感
を
異
常
な
ま
で
に
欲
し
て
い
る
。
そ
の
感
覚
の
中
で

は
'
「
こ
と
ば
」
が
記
号
化
さ
れ
て
い
る
。
今
、
こ
の
若
者
独
特
の

c
o
d
e
を
理
解
で
き
な
い
オ
ジ
さ
ん
が
「
若
者
が
何
を
言
っ
て
い
る

4
.
"
V
f
c
-
-

の
か
わ
か
ら
な
い
」
　
と
嘆
い
て
い
る
。
『
知
恵
蔵
』
　
が
そ
の
言
語
活

動
に
お
け
る
用
語
解
説
に
の
り
出
す
あ
り
さ
ま
だ
。
で
は
'
な
ぜ
今

こ
れ
ほ
ど
に
'
私
達
が
仲
間
内
だ
け
に
し
か
わ
か
ら
な
い
「
記
号
化
」

さ
れ
た
言
語
を
し
ゃ
べ
り
、
外
部
の
人
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
で
満

足
感
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
7
　
1
つ
に
、
家
庭
か
ら

の
排
斥
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
「
偏
差
値
で
す
べ
て
を
は
か
る
両

親
、
よ
-
で
き
る
兄
弟
と
比
べ
ら
れ
る
自
分
」
。
た
ま
っ
た
ス
ト
レ

ス
を
吐
き
出
す
所
を
求
め
、
排
斥
さ
れ
た
孤
独
感
を
埋
め
る
場
所
と

し
て
'
似
た
よ
う
な
若
者
と
つ
る
み
'
飢
餓
状
態
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
仲
間
内
だ
け
で
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
結
果
が
コ
ギ
ャ
ル
用
語
に
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
「
こ

と
ば
」
　
の
記
号
化
で
あ
る
。
極
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
「
こ
と
ば
」
　
の
渦

の
な
か
で
、
言
語
活
動
の
六
つ
の
機
能
は
う
す
れ
か
け
て
い
る
。

一
見
へ
　
楽
し
そ
う
に
話
は
し
て
い
て
も
ち
　
交
話
機
能
が
は
た
ら
い

て
い
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
気
持
ち
が
通
じ
て
い
な
い
。
表
面
的
な

つ
な
が
り
を
求
め
て
い
る
だ
け
な
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
Z
)

②
【
第
三
章
　
1
　
指
示
と
指
示
語
】
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僕
は
よ
-
「
あ
ー
、
そ
れ
!
」
「
あ
っ
、
思
い
出
し
た
!
」
と
言

い
な
が
ら
へ
相
手
の
方
に
向
か
っ
て
人
差
し
指
を
突
き
出
す
。
も
ち

ろ
ん
そ
こ
に
は
'
話
を
し
て
い
る
相
手
し
か
お
ら
ず
、
考
え
た
こ
と

や
思
い
出
し
た
も
の
そ
の
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
本
文
と
は
ち
ょ
っ

と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
別
に
事
物
は
な
い
の
で
、
方
向
性
な
ど
な

い
。
し
か
し
指
を
指
し
て
い
る
。

と
て
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
僕
と
同
じ
こ
と
を
す
る

人
も
少
な
-
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
き
っ
と
い
る
は
ず
だ
-
こ

考
え
る
と
'
言
っ
て
い
る
こ
と
に
は
「
そ
れ
」
と
い
う
指
示
語
が

つ
い
て
お
り
へ
　
こ
れ
は
明
ら
か
に
文
脈
的
指
示
と
な
っ
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
自
然
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
脈
的
指
示

と
方
向
指
示
が
合
体
し
た
へ
　
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
て
も
お

も
し
ろ
い
現
象
で
あ
る
。

ま
と
め
に
'
こ
ん
な
身
近
な
話
題
を
理
論
的
(
?
)
　
に
説
明
で
き

そ
う
な
の
に
自
分
で
も
び
っ
-
り
す
る
へ
今
頃
で
あ
る
。
　
(
M
)

③
【
第
四
車
　
三
　
日
分
を
ど
の
人
称
で
表
す
か

-
　
三
人
称
で
表
す
　
A
　
親
族
用
語
を
使
う
】

「
私
」
が
「
母
さ
ん
」
と
い
う
言
い
方
に
変
わ
る
の
は
、
筆
者
の

考
え
で
は
'
子
供
に
対
す
る
抱
き
し
め
た
い
と
い
う
よ
う
な
感
情
が

働
-
か
ら
だ
。
こ
れ
に
は
納
得
し
た
け
れ
ど
、
自
分
の
母
親
と
し
て

の
立
場
を
自
覚
す
る
と
い
う
働
き
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
y
o
u
r
m
o
t
h
e
r
」
と
い
う
表
現
は
本
当
に
皮
肉
だ
。
本
文
の
例

で
は
'
息
子
の
苛
立
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
苛
立
ち
を

直
接
こ
と
ば
に
す
る
よ
り
効
果
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
自
分
の
立
場
へ
　
役
割
を
示
す
も
の
と
し
て
'
「
先
生
」
と
か

「
先
輩
」
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ォ
)

①
の
「
コ
ギ
ャ
ル
語
」
の
分
析
は
、
ル
ー
ズ
ソ
ッ
ク
ス
を
は
き
、

爪
に
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
塗
っ
た
手
で
ピ
ッ
チ
を
か
け
る
、
そ
れ
で
い
て

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
持
っ
て
い
て
、
新
人
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
た
自
作

が
人
選
す
る
、
そ
ん
な
女
の
子
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
当

否
は
別
に
し
て
、
そ
の
気
負
い
と
背
伸
び
が
、
読
ん
で
い
て
と
て
も

さ
わ
や
か
で
あ
る
。
ま
た
②
や
③
も
へ
　
こ
の
学
習
の
中
で
も
　
こ
と
ば

を
客
観
化
L
へ
自
己
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
へ
　
そ
の
主
体
性
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
は
女
子
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
母
性
の
自
覚
を
そ
こ
か
ら
読

み
取
る
な
ら
ば
へ
こ
と
ば
の
発
見
と
い
う
こ
と
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
、

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
4
)
　
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
批
判
を
加
え
、
挑
戦
を
試
み
て
い

る
も
の
。

①
【
第
一
章
　
四
　
鳥
の
「
こ
と
ば
」
と
言
語
学
習
】

文
中
で
筆
者
は
、
言
語
学
習
能
力
と
音
声
学
習
能
力
を
同
一
視
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
え
て
理
解
し
て
話
す
と
い
う
こ

と
と
、
た
だ
単
に
し
ゃ
べ
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
-
違
う
。

著
者
は
'
烏
が
周
囲
か
ら
学
習
し
て
人
間
の
言
葉
を
も
話
せ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
と
'
人
間
が
学
習
し
て
外
国
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
を
直
接
結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
'
人
間
は
自
分
が
今
、
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何
を
言
う
べ
き
か
判
断
し
て
か
ら
話
す
の
に
対
し
て
、
鳥
は
覚
え
た

言
葉
を
-
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。
確
か
に
人
間
と
同
じ
よ
う
な
発
音

か
も
し
れ
な
い
が
、
中
身
が
な
い
。
つ
ま
り
'
た
だ
音
声
を
真
似
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
'
「
お
手
」
　
と
言
え

ば
、
お
手
を
す
る
犬
の
方
が
'
は
る
か
に
人
間
に
近
い
。

そ
し
て
猿
は
、
音
声
を
学
習
す
る
能
力
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る

と
も
書
い
て
あ
る
。
確
か
に
猿
は
'
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
I
な
ど

は
あ
る
程
度
訓
練
す
れ
ば
「
り
ん
ご
」
と
言
え
ば
り
ん
ご
を
手
に
取

る
し
、
「
バ
ナ
ナ
」
　
と
言
え
ば
'
バ
ナ
ナ
を
手
に
取
る
ぐ
ら
い
の
こ

と
は
す
る
。
つ
ま
り
、
言
語
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
'
音
声
学
習
能
力
と
言
語
学
習
能
力
は
全

-
別
の
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
」
)

②
【
第
四
章
　
五
　
内
語
に
お
け
る
相
手
の
人
称
】

鈴
木
さ
ん
は
す
ご
い
こ
と
を
考
え
る
人
だ
。
内
語
は
み
ん
な
の
頭

の
中
に
日
常
的
に
存
在
す
る
け
れ
ど
へ
　
そ
れ
を
意
識
し
'
更
に
そ
れ

に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
。

で
も
、
私
は
'
鈴
木
さ
ん
の
書
い
て
い
る
こ
と
は
キ
レ
イ
に
整
理

さ
れ
す
ぎ
て
い
る
気
が
す
る
。
自
分
の
経
験
か
ら
考
え
る
と
、
内
語

は
も
っ
と
支
離
滅
裂
で
'
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
称
な
ど
が
あ
る
の
か
も

疑
わ
し
い
と
思
う
。
頭
の
中
で
は
色
々
な
こ
と
を
思
う
の
で
、
実
際

口
に
出
す
時
と
違
っ
て
、
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
言
語
が
流
れ
て
い
-
0

だ
か
ら
、
「
○
○
さ
ん
は
今
日
へ
　
疲
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
な
。
」

と
い
う
よ
う
に
い
ち
い
ち
文
章
に
せ
ず
へ
　
「
あ
'
疲
れ
て
る
な
」
-

ら
い
で
す
ま
せ
る
の
が
普
通
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
場
合
の
こ
と
は

ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
か
人
称
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ォ
)

③
【
第
五
章
　
三
　
西
欧
文
明
と
日
本
】

第
五
章
　
三
「
西
欧
文
明
と
日
本
」
　
に
疑
問
を
感
じ
る
。

筆
者
は
P
*
S
3
に
お
い
て
日
本
を
「
世
界
に
類
例
の
少
な
い
併
存
文

化
の
国
」
と
い
っ
て
い
る
。
筆
者
は
文
化
の
こ
と
を
自
分
の
分
野
で

あ
る
言
語
、
そ
れ
か
ら
発
展
さ
せ
習
慣
・
風
俗
の
こ
と
か
ら
し
か
考

え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
筆
者
の
言
う
文
化
と
は
た
だ

単
な
る
「
形
式
」
で
し
か
な
い
。
大
事
な
の
は
「
考
え
方
」
で
は
な

S
*
　
　
s
*
　
O

-
v
-
刀日

本
が
筆
者
の
言
う
「
世
界
に
類
例
の
少
な
い
併
存
文
化
の
国
」

に
な
り
得
た
の
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
西
洋
の
「
形
式
」
を
吸
収
し
て

い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
こ
ろ
、
日
本
の
上
層
部
は
研
極

的
に
日
本
の
西
洋
化
二
近
代
化
を
押
し
進
め
る
の
に
西
洋
の
「
心
」

ま
で
は
取
り
込
め
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
だ
け
の
大
改

革
を
や
る
の
に
封
建
主
義
下
の
従
順
な
民
で
あ
っ
た
方
が
や
り
や
す

か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
未
だ
に
日
本
人
は
考
え
方
に
お
い
て
開
明
し

き
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

筆
者
の
視
点
は
ズ
レ
て
い
る
。
彼
が
自
分
の
分
野
で
あ
る
言
語
学

と
い
う
偏
っ
た
視
点
か
ら
文
化
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

c
u
=
r
;
i
-
J
c
o
か
ら
こ
の
筆
者
は
R
・
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
言
葉
を
批
判

し
て
い
る
。
僕
は
言
い
た
い
。
「
て
め
ぇ
と
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
じ
ゃ
見

る
場
所
が
達
う
ん
だ
よ
。
」
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
が
言
い
た
い
の
は
形
式
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の
こ
と
で
は
な
-
、
そ
の
民
族
間
に
お
け
る
決
定
的
な
考
え
方
の
差

異
な
の
だ
。

筆
者
は
日
本
人
を
か
い
か
ぶ
り
す
ぎ
で
は
な
い
の
か
。
僕
に
言
わ

せ
れ
ば
、
日
本
は
「
世
界
に
類
例
の
な
い
猿
真
似
の
上
手
い
国
」
　
で

あ
り
、
そ
の
文
化
の
形
式
を
吸
収
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
ち
中
身
ま

で
は
吸
収
で
き
な
い
'
ま
た
そ
の
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ん
と
言
っ
て
も
致
命
的
に
最
悪
な
の
は
、
P
h
?
ァ
j
:

の
最
後
の
一
文
で
あ
ろ
う
。
西
欧
の
文
化
の
東
洋
化
に
尽
-
す
こ
と

が
欧
米
と
ア
ジ
ア
の
国
際
的
不
和
を
小
さ
-
す
る
な
ど
と
、
よ
-
ち

「
自
信
を
も
っ
て
主
蛋
」
　
で
き
た
も
の
だ
。
管
且
廿
皿
m
お
払
い
日

付
(
自
主
規
制
)
　
彼
は
つ
ま
り
日
本
は
西
欧
文
化
を
吸
収
し
'

理
解
し
て
お
り
、
そ
し
て
国
際
的
な
対
立
が
起
こ
る
の
は
向
こ
う

(
西
欧
)
　
の
方
が
こ
ち
ら
　
(
東
洋
)
　
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
だ
へ

だ
っ
た
ら
西
欧
も
東
洋
化
し
て
し
ま
え
'
な
ど
と
の
た
ま
っ
て
い
る
。

真
に
西
欧
の
文
化
を
理
解
し
得
た
日
本
人
な
ど
、
い
っ
た
い
ど
れ

-
ら
い
い
る
の
だ
。
相
手
の
考
え
も
理
解
せ
ず
に
こ
ち
ら
の
考
え
方

を
押
し
っ
け
て
も
、
そ
こ
に
相
互
理
解
な
ど
絶
対
に
生
ま
れ
は
し
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
筆
者
に
は
文
化
の
概
念
に
「
考
え
方
」
と
い
う
要
素

す
ら
入
っ
て
い
な
い
。
言
語
学
と
い
う
マ
ニ
ア
な
側
面
か
ら
し
か
物

事
を
見
よ
う
と
し
な
い
　
(
も
し
-
は
見
れ
な
い
)
筆
者
の
限
界
で
あ

ろ
う
か
。
言
語
学
に
よ
っ
て
今
流
行
の
国
際
問
題
に
対
す
る
考
察
を

し
た
よ
う
だ
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
彼
の
言
う
こ
と
は
甘
す
ぎ
る
。

以
上
　
　
　
　
　
(
0
)

筆
者
の
思
想
に
迫
る
と
い
う
よ
り
も
'
そ
れ
を
批
判
す
る
と
こ
ろ

ま
で
来
て
い
る
生
徒
た
ち
が
い
る
。

①
は
、
筆
者
の
立
論
の
脆
弱
な
部
分
に
切
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

筆
者
自
身
も
お
そ
ら
-
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
、
そ
ん
な
部
分

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
こ
の
①
の
見
方
は
、
先
に
提
示
さ
れ
た
「
モ
デ
ル
A
」

に
ま
と
め
て
あ
る
立
場
と
は
逆
の
見
方
な
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
よ
う

な
見
解
が
生
徒
か
ら
提
出
さ
れ
た
の
は
、
頼
も
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

実
は
、
「
モ
デ
ル
A
」
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
へ
と
生
徒
を
誘
導
し

よ
う
と
す
る
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
予
定
通
り
と
言
え
ば
そ
れ

ま
で
だ
が
、
生
徒
の
力
を
確
認
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
。

こ
の
①
も
、
そ
し
て
②
も
、
生
徒
に
し
て
み
れ
ば
、
や
は
り
議
論

を
挑
ん
で
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

③
の
舌
鋒
の
鋭
さ
は
'
た
じ
ろ
ぐ
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
鉾
先
は

実
に
的
を
得
た
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
。
お
見
事
へ
　
非
常
に
痛
快
で

あ
る
。

※

以
上
概
括
す
る
な
ら
ば
へ
生
徒
の
読
み
は
、
こ
ち
ら
の
予
想
を
は

る
か
に
超
え
へ
多
様
な
ス
タ
イ
ル
で
'
豊
か
な
内
容
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

新
吉
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
　
を
ま
る
ご
と
読
む
と
い
う
学
習

だ
か
ら
こ
そ
'
そ
れ
は
生
徒
に
は
、
か
な
り
の
知
的
な
刺
激
を
与
え
、

読
み
と
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
様
々

な
こ
と
を
考
え
て
み
る
契
機
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
か
に
は
'
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筆
者
の
論
理
の
隙
間
に
議
論
を
挑
ん
で
い
-
者
も
い
た
。

教
室
で
は
、
「
『
教
養
と
し
て
の
言
語
学
』
を
読
む
」
と
い
う
冊
子

に
集
め
ら
れ
た
お
互
い
の
読
み
を
、
み
ん
な
で
読
ん
で
い
っ
た
。
そ

こ
で
は
書
き
手
の
個
性
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

生
徒
は
そ
の
中
で
'
自
分
の
読
み
の
位
置
を
知
り
、
そ
れ
を
修
正
し
'

お
そ
ら
-
'
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
向
け
て
の
主
体
を
作
り
直
し
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
。

す
べ
て
が
順
調
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
読
み
の
速
さ
に
は
個
人

差
が
あ
っ
て
、
新
吉
1
冊
を
読
む
と
い
う
営
み
に
お
い
て
は
'
歴
然

と
し
た
開
き
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
'
す
ぐ
に
は
ど
う
す
る
わ
け
に
も

い
か
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
な
読
み
の
提
示
ス
タ
イ
ル
の
な

か
で
は
'
そ
う
い
っ
た
生
徒
が
顕
在
化
す
る
可
能
性
は
少
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

い
つ
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
'
「
ま
る
ご
と
」
読
む
と
い
う

こ
と
は
、
「
自
ら
読
む
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
必
要
な
こ
と

で
あ
る
。

さ
ら
に
検
討
を
加
え
つ
つ
へ
　
こ
の
よ
う
な
実
践
を
継
続
し
て
い
こ

う
と
思
う
。

(
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