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学
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教
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学
会
・
研
究
協
議
】
2

古
典
単
元
学
習
の
試
み

I
　
は
じ
め
に

古
典
に
親
し
む
t
　
と
い
う
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
現
在
の
自
分
に
と
っ
て

縁
遠
い
存
在
で
あ
る
古
典
を
身
近
な
も
の
に
感
じ
る
た
め
に
は
'
む
し
ろ
現

代
と
の
異
質
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

現
代
的
な
感
性
だ
け
で
も
十
分
に
理
解
し
得
る
も
の
な
ら
ば
、
古
典
学
習
は

言
語
抵
抗
の
克
服
と
い
う
試
練
の
み
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
授
業
で

は
、
す
る
方
も
受
け
る
方
も
つ
ら
い
。
同
じ
人
間
の
仕
業
で
あ
る
の
に
、
現

代
に
生
き
る
自
分
の
感
覚
で
は
到
底
理
解
で
き
な
い
何
も
の
か
に
つ
い
て
懸

命
に
考
え
る
と
き
に
'
生
徒
に
と
っ
て
古
典
が
思
考
の
対
象
と
し
て
身
近
な

存
在
と
な
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
思
考
の
た
め
の
課
題
を
設
定
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
へ
　
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
豊
か
に
古
典
に
ふ
れ
る
授
業
を
し
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
へ
　
1
方

で
は
内
容
の
精
選
を
も
迫
ら
れ
て
い
る
。
2
単
位
な
ら
、
下
手
を
す
れ
ば
年

間
六
十
時
間
も
な
い
。
そ
の
愚
か
な
制
約
の
中
で
、
細
切
れ
に
な
ら
ず
'
生

徒
の
思
考
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
'
と
い
う
こ
と

も
現
場
の
教
員
と
し
て
は
切
実
な
問
題
で
あ
る
。

金
　
子
　
直
　
樹

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
な
が
ら
、
こ
こ
数
年
、
素
材
単
元
に
よ
る
授
業

を
試
み
て
い
る
。
取
り
扱
う
作
品
の
数
は
せ
い
ぜ
い
学
期
に
一
つ
で
'
そ
の

代
わ
り
に
な
る
べ
-
多
-
の
車
段
を
読
む
、
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
単
元

学
習
を
い
う
場
合
に
、
素
材
単
元
に
よ
る
学
習
と
い
う
の
は
ど
う
も
評
判
が

よ
ろ
し
-
な
い
　
(
ら
し
い
)
。
な
る
ほ
ど
、
教
材
を
順
番
に
読
ん
で
い
く
だ

け
で
は
い
か
に
も
志
が
低
い
t
　
と
我
な
が
ら
思
う
が
、
そ
の
中
で
生
徒
の
思

考
の
場
を
設
定
し
、
古
典
を
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

な
ら
ば
、
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〓
　
授
業
の
計
画

以
下
に
、
教
材
(
素
材
)
毎
の
例
を
挙
げ
る
。
何
れ
も
学
期
を
通
し
て
の

実
施
で
'
時
間
数
は
二
十
時
間
程
度
で
あ
る
。
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「
徒
然
草
を
読
む
」
　
(
高
校
2
年
生
へ
第
二
学
期
実
施
)

A
-
テ
ー
マ
構
成
と
扱
っ
た
教
材
　
(
*
印
は
、
中
学
校
の
教
科
書
を
テ

キ
ス
ト
に
し
て
実
施
。
そ
れ
以
外
は
原
文
を
プ
リ
ン
ト
で
配
布
。
)



(
-
)
様
々
な
人
間
像
-
困
っ
た
人
達

八
九
段
*
奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
'

二
三
六
段
*
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り
。

十
一
段
*
神
無
月
の
こ
ろ
'
栗
栖
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
'

五
二
段
*
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
、

五
三
段
　
こ
れ
も
仁
和
寺
の
法
師
、

五
四
段
　
御
室
に
へ
　
い
み
じ
き
児
の
あ
り
け
る
を
、

一
二
五
段
　
人
に
後
れ
て
四
十
九
日
の
仏
事
に
'

二
〇
九
段
　
人
の
田
を
論
ず
る
者
、

(
2
)
兼
好
の
も
の
の
見
方
-
自
然
・
人
間
・
社
会

十
九
段
　
を
り
ふ
し
の
移
り
変
は
る
こ
そ
へ

1
三
七
段
　
花
は
盛
り
に
'
月
は
-
ま
な
き
を
の
み

一
五
五
段
　
世
に
従
は
む
人
は
'

七
三
段
　
世
に
語
り
伝
ふ
る
こ
と
へ

四
1
段
　
五
月
五
日
'
賀
茂
の
統
べ
馬
を
兄
は
ペ
り
L
に
'

五
九
段
　
大
事
を
思
ひ
立
た
む
人
は
'

七
四
段
　
蟻
の
ご
と
-
に
集
ま
り
て
、

一
八
八
段
　
あ
る
者
、
子
を
法
師
に
な
し
て
、

一
八
九
段
　
今
日
は
そ
の
こ
と
を
な
さ
む
と
思
ヘ
ビ
'

(
3
)
様
々
な
人
間
像
-
す
ば
ら
し
い
人
達

九
二
段
*
あ
る
人
へ
　
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、

一
〇
九
段
*
高
名
の
木
登
り
と
い
ひ
し
を
の
こ
、

二
三
1
段
*
園
の
別
当
入
道
は
、

一
五
〇
段
　
能
を
つ
か
む
と
す
る
人
、

〓
ハ
七
段
一
道
に
携
は
る
人
、

一
八
七
段
　
よ
ろ
づ
の
道
の
人
、

二
1
五
段
　
平
宣
時
朝
臣
へ
老
い
の
後
、
昔
語
り
に
'

一
八
四
段
　
相
模
の
守
時
頼
の
母
は
、

B
‥
授
業
の
ね
ら
い

(
1
)
「
様
々
な
人
間
像
-
困
っ
た
人
達
」
で
は
、
大
笑
い
し
な
が
ら
読
む
。

そ
の
中
で
'
「
兼
好
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
人
々
の
姿
を
容
き
残
し
た
の

か
」
と
い
う
こ
と
を
単
元
を
通
し
て
の
課
題
と
す
る
。

(
2
)
　
「
兼
好
の
も
の
の
見
方
-
自
然
・
人
間
・
社
会
」
　
で
は
、
無
常
と
い

う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
生
徒
の
持
っ
て
い
る
観
念
(
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
)
　
に
対
し
て
'
兼
好
の
言
説
の
(
意
外
な
)
積
極
性
を
読
み
と
る
。

た
だ
し
へ
「
兼
好
の
思
想
」
や
「
無
常
」
と
い
う
答
え
・
内
容
に
は
深

入
り
し
な
い
。

(
3
)
「
様
々
な
人
間
像
-
す
ば
ら
し
い
人
達
」
で
は
'
困
っ
た
人
達
と
す

ば
ら
し
い
人
達
と
の
共
通
点
を
探
す
。
兼
好
が
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て

の
記
事
を
告
き
残
し
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
兼
好
の
物
の

見
方
、
考
え
方
に
せ
ま
る
。

C
‥
ま
と
め
の
作
業

O
 
r
兼
好
の
見
た
人
間
l
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
作
文
を
提
出
す
る
。

内
容
は
、
徒
然
草
に
措
か
れ
た
、
「
様
々
な
人
間
像
(
困
っ
た
人
達
へ

す
ば
ら
し
い
人
達
)
」
と
'
「
兼
好
の
も
の
の
見
方
」
と
の
関
わ
り
を
考
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察
す
る
。
な
お
'
作
文
に
あ
た
っ
て
は
、

・
兼
好
は
'
こ
の
よ
う
な
人
達
の
姿
の
ど
こ
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
、

・
兼
好
は
'
こ
の
よ
う
な
人
達
の
姿
を
な
ぜ
書
き
残
し
た
の
か
'

・
兼
好
は
、
自
ら
の
も
の
の
見
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
へ

な
ど
な
ど
'
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
困
っ
た
人
達
'
す
ば
ら
し
い
人
達
の
両
者
を
統

一
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
も
'
ど
ち
ら
か
片
方
に
つ
い
て
の
言
及
で

も
構
わ
な
い
。

「
土
佐
日
記
を
読
む
」
　
(
高
校
-
年
生
、
第
三
学
期
実
施
)

A
‥
扱
っ
た
教
材
(
*
印
は
、
教
科
容
に
採
録
。
そ
れ
以
外
は
原
文
を
プ

リ
ン
ト
で
配
布
。
)

十
二
月
二
十
1
日
～
二
十
六
日
　
(
*
門
出
=
部
分
)

一
月
七
日
　
(
珍
-
先
に
立
つ
白
波
)

一
月
十
七
日
、
十
八
日
　
(
樺
は
穿
つ
波
の
上
の
月
を
)

1
月
二
十
日
へ
　
二
十
7
日
　
(
昔
へ
阿
倍
仲
麻
呂
と
言
ひ
け
む
人
は
/
黒

鳥
の
も
と
に
白
き
波
)

二
月
四
日
'
五
日
　
(
*
忘
れ
貝
/
揖
取
の
心
は
神
の
御
心
)

二
月
六
日
、
七
日
　
(
心
地
悩
む
船
君
)

二
月
九
日
　
(
渚
の
院
)

二
月
十
五
日
へ
　
十
六
日
　
(
発
ち
て
行
き
し
時
よ
り
は
/
*
京
に
入
り
た

ち
て
う
れ
し
)

「
古
今
和
歌
集
　
真
名
序
・
仮
名
序
」

8
-
授
業
の
ね
ら
い

*
読
む
視
点
の
明
確
化
①

「
な
ぜ
へ
紀
貫
之
は
女
の
ふ
り
を
し
て
土
佐
日
記
を
告
い
た
の
か
」
と

い
う
こ
と
を
'
単
元
を
通
し
て
の
課
題
と
す
る
。
読
解
し
た
部
分
の
、

作
品
全
体
へ
の
還
元
を
は
か
り
、
学
習
目
標
を
明
確
化
す
る
。

*
読
む
視
点
の
明
確
化
②

「
語
句
・
表
現
や
内
容
な
ど
で
'
対
比
さ
れ
て
い
る
も
の
に
注
目
し
て

読
む
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
。

内
容
の
多
様
性
(
特
に
謂
諺
性
)
　
に
触
れ
、
ま
た
へ
表
現
や
修
辞
の
豊

か
さ
へ
巧
み
さ
　
(
特
に
和
歌
)
を
読
み
と
る
手
だ
て
を
示
し
て
'
文
学

と
し
て
の
古
典
理
解
の
基
礎
を
学
ぶ
o

c
=
ま
と
め
の
作
業

O
「
土
佐
日
記
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め

る
。
書
き
方
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
提
示
し
た
。

-
絞
る
。

土
佐
日
記
の
中
の
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ

和
歌
に
つ
い
て
‥
紀
貫
之
は
、
和
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
っ

て
い
る
の
か
。

亡
娘
に
つ
い
て
‥
紀
貫
之
は
'
亡
き
娘
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
追
憶

し
て
い
る
の
か
。

人
間
へ
の
観
察
‥
土
佐
日
記
に
見
ら
れ
る
紀
貫
之
の
人
間
へ
の
見
方

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

表
現
の
面
白
さ
‥
土
佐
日
記
に
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
面
白
さ
、

259



巧
み
さ
が
見
ら
れ
る
か
。

等
々
に
つ
い
て
、
自
分
が
取
り
上
げ
た
い
テ
ー
マ
に
焦
点
を
絞
っ
て

考
え
る
と
、
書
き
や
す
い
。

2
広
げ
る
。

自
分
が
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
テ
ー
マ
の
、
他
の
テ
ー
マ
と
の
関
連

性
や
'
ま
た
へ
土
佐
日
記
全
体
に
関
わ
る
テ
ー
マ
　
「
紀
貫
之
は
'
な

ぜ
土
佐
日
記
の
冒
頭
を
、
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
'
女

も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。
」
と
し
た
の
か
。
(
な
ぜ
土
佐
日
記
の

末
尾
を
「
と
ま
れ
か
う
ま
れ
と
-
破
り
て
む
。
」
と
し
た
の
か
。
」
と

の
関
連
性
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
文
章
の
論
旨
が
よ
り
明
確

に
な
っ
て
'
よ
り
よ
い
も
の
が
雷
き
や
す
い
。

「
大
鏡
を
読
む
」
　
(
高
校
2
年
生
、
第
二
学
期
実
施
)

A
-
テ
ー
マ
構
成
と
扱
っ
た
教
材
(
*
印
は
'
教
科
苔
に
採
録
。
そ
れ
以

外
は
原
文
を
プ
リ
ン
ト
で
配
布
。
)

(
-
)
　
古
代
人
の
夢

-
師
輔
「
お
は
か
た
こ
の
九
条
殿
へ
　
い
と
た
だ
人
に
は
お
は
し
ま
さ
ぬ

に
や
、
」
　
(
右
大
臣
師
輔
)

2
兼
家
「
堀
河
摂
政
殿
の
は
や
り
給
ひ
し
時
に
へ
　
こ
の
東
三
条
殿
は
御

官
ど
も
と
ど
め
ら
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
」
　
(
太
政
大
臣
兼
家
)

(
2
)
権
勢
争
い

-
*
兼
通
対
兼
家
「
堀
河
殿
御
病
重
-
な
ら
せ
給
ひ
て
'
今
は
限
り
に

て
お
は
し
ま
し
し
ほ
ど
に
'
」
　
(
太
政
大
臣
兼
通
)

2
朝
成
対
伊
声
「
み
な
人
し
ろ
し
め
し
た
る
こ
と
な
れ
ど
'
朝
成
中
的

言
と
1
条
摂
政
と
同
じ
折
の
殿
上
人
に
て
'
」
　
(
太
政
大
臣
伊
ヂ
)

2
誠
信
対
斉
信
「
男
君
太
郎
は
、
左
衛
門
督
と
き
こ
え
さ
せ
L
へ
悪
心

起
こ
し
て
失
せ
給
ひ
に
し
あ
し
さ
ま
は
'
」
　
(
太
政
大
臣
為
光
)

(
3
)
　
宮
中
の
女
性
像

-
芳
子
「
御
女
、
村
上
の
御
時
の
宣
輝
殿
の
女
御
、
か
た
ち
を
か
し
げ

に
う
つ
く
し
う
お
は
し
け
り
。
」
　
(
左
大
臣
師
ヂ
)

2
*
安
子
「
藤
壷
・
弘
徽
殿
と
の
上
の
御
局
は
程
も
な
-
近
き
に
'
」

(
右
大
臣
師
輔
)

3
綾
子
「
対
の
御
方
と
聞
こ
え
し
御
腹
の
女
、
大
臣
い
み
じ
う
か
な
し

く
し
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
、
」
　
(
太
政
大
臣
兼
家
)

4
遺
隆
三
女
「
三
の
御
方
は
'
冷
泉
院
の
四
の
御
子
帥
宮
と
申
し
L
を

こ
そ
は
'
」
　
(
内
大
臣
道
隆
)

5
*
詮
子
「
女
院
は
'
入
道
殿
を
と
り
わ
き
奉
ら
せ
給
ひ
て
、
い
み
じ

う
思
ひ
申
さ
せ
給
へ
り
し
か
ば
、
」
　
(
太
政
大
臣
道
長
)

(
4
)
　
ラ
イ
バ
ル
激
突
道
長
対
伊
周

-
道
長
の
幸
運
「
そ
の
年
の
祭
り
の
前
よ
り
'
世
の
中
き
は
め
て
さ
わ

が
し
き
に
、
」
　
(
太
政
大
臣
道
長
)

2
*
弓
争
い
「
世
間
の
光
に
て
お
は
し
ま
す
殿
の
'
一
年
ば
か
り
へ
も

の
を
安
か
ら
ず
思
し
め
し
た
り
し
よ
'
」
(
太
政
大
臣
道
長
)

3
石
山
詣
・
上
巳
就
「
ま
た
へ
故
女
院
の
御
石
山
詣
で
に
、
こ
の
殿
は

御
馬
に
て
'
」
　
(
太
政
大
臣
道
長
)

4
前
払
「
さ
れ
ど
'
げ
に
必
ず
か
や
う
の
こ
と
、
我
が
怠
り
に
て
流
さ

れ
給
ふ
に
L
も
あ
ら
ず
。
」
　
(
内
大
臣
道
隆
)

5
双
六
「
ま
た
入
道
殿
、
御
杖
に
参
ら
せ
給
へ
り
し
道
に
て
'
帥
殿
の
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方
よ
り
便
な
き
こ
と
あ
る
べ
L
と
聞
こ
え
て
'
」
　
(
内
大
臣
道
隆
)

(
5
)
　
才
と
大
和
魂

-
*
道
長
左
遷
「
右
大
臣
は
'
才
世
に
す
ぐ
れ
め
で
た
く
お
は
し
ま

し
'
」
　
(
左
大
臣
時
平
)

2
時
平
「
あ
さ
ま
し
き
悪
事
を
申
し
行
ひ
給
へ
り
し
罪
に
よ
り
へ
」
　
(
左

大
臣
時
平
)

2
隆
家
「
こ
の
中
納
言
は
'
か
や
う
に
へ
　
え
さ
り
が
た
き
こ
と
の
折
々

ば
か
り
歩
き
給
ひ
て
、
」
　
(
内
大
臣
道
隆
)

8
-
授
業
の
ね
ら
い

*
同
じ
人
物
に
つ
い
て
の
挿
話
を
読
み
重
ね
た
り
'
系
図
な
ど
を
用
い
て

人
物
同
士
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
古
典
の
世
界
の
登
場
人
物
に
親
し
み
を
持
つ
と
同
時
に
へ
　
彼
ら
が

生
き
て
い
る
習
俗
が
現
代
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

*
現
代
と
は
異
な
る
時
間
軸
に
あ
る
古
典
の
世
界
(
の
人
間
像
)
　
の
、
な

お
現
代
に
生
き
る
私
達
に
も
共
通
す
る
点
を
読
み
と
る
。

C
-
ま
と
め
の
作
業

○
次
の
三
つ
の
中
か
ら
自
分
の
書
き
や
す
い
パ
タ
ー
ン
を
選
び
、
レ
ポ
ー

ト
を
提
出
す
る
。

-
授
業
で
扱
っ
た
単
元
「
古
代
人
の
夢
」
へ
　
「
官
職
争
い
」
へ
　
「
宮
中
の
女

性
像
」
、
「
ラ
イ
バ
ル
激
突
道
長
対
伊
周
」
へ
　
「
大
和
魂
」
、
の
中
か
ら
'

1
つ
に
テ
ー
マ
を
絞
り
へ
自
分
の
意
見
へ
　
読
み
を
容
-
0

2
日
分
で
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
単
元
の
枠
を
取
り
払
っ
て
幾
つ
か
の
内

容
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
へ
　
自
分
の
意
見
、
読
み
を
雷
-
0

3
そ
の
他
へ
　
授
業
で
扱
っ
た
以
外
の
内
容
を
取
り
入
れ
て
'
自
分
の

「
大
鏡
」
　
の
世
界
を
述
べ
る
。

三
　
生
徒
の
感
想

生
徒
が
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
や
授
業
毎
の
「
学
習
記
録
」
の
中
か
ら
い
-

つ
か
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
傍
線
は
金
子
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

-
　
「
徒
然
草
を
読
む
」
か
ら

①
(
ま
と
め
の
作
文
か
ら
)
人
間
は
い
つ
か
必
ず
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ

が
土
台
だ
。
こ
の
世
が
無
常
だ
と
思
う
か
ら
こ
そ
花
の
散
る
1
瞬
1
瞬
が
胸

に
迫
る
よ
う
に
'
人
間
の
命
に
限
り
が
あ
る
と
常
に
思
っ
て
い
た
兼
好
に
は
、
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人
間
が
と
て
も
愛
お
し
-
思
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
立
派
に
生
き
る

た
め
に
す
べ
き
事
、
す
べ
き
で
な
い
事
を
色
々
と
説
い
て
い
る
裏
に
は
'

「
人
間
な
ん
て
も
の
は
所
詮
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
ち
ゃ
う
も
ん
な
ん
だ
よ

ね
。
」
と
い
う
許
し
と
も
言
え
る
も
の
が
あ
る
。
生
死
と
い
う
人
間
の
力
で

は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
制
限
の
中
で
、
そ
の
制
限
に
気
づ
か
ず
に
人

は
一
生
懸
命
生
き
て
い
る
。
そ
ん
な
人
間
は
と
て
も
ち
っ
ぽ
け
で
へ
そ
の
ち
っ

ぽ
け
な
人
間
達
が
必
死
に
東
奔
西
走
し
て
い
る
姿
は
、
何
と
も
い
じ
ら
し
く
、

果
て
は
哀
し
い
。
そ
う
い
う
親
の
よ
う
な
目
で
人
間
を
見
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
名
利
を
求
め
て
生
き
る
人
へ
　
ヒ
ミ
ツ
練
習
を
し
て
上
品
な
デ
ビ
ュ
ー

を
飾
ろ
う
と
す
る
人
へ
　
目
の
前
の
事
で
手
一
杯
で
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
が

出
来
な
い
人
へ
　
こ
の
人
達
は
こ
の
人
達
で
、
不
器
用
な
り
に
一
生
懸
命
生
き



て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
兼
好
は
こ
う
い
う
人
々
を
単
に
批
判
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
こ
う
い
う
行
動
を
し
て
し
ま
う
の
は
人
間
の
常
、
持
っ
て
生
ま
れ

た
共
通
の
性
質
で
あ
っ
て
'
そ
れ
を
も
含
め
て
人
間
を
好
き
な
の
だ
。
「
私

達
、
こ
う
し
て
気
張
っ
て
走
り
回
っ
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
死
ぬ
ん
で
す
よ
。

少
し
力
を
抜
い
て
あ
た
り
を
眺
め
て
み
よ
う
よ
。
」
と
い
う
寛
大
な
忠
告
を

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
困
っ
た
人
達
」
　
に
登
場
す
る
人
み
な
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
「
真
面
目

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
本
人
は
い
た
っ
て
真
面
目
で
一
生
懸
命
や
っ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
果
は
期
待
通
り
に
は
行
か
な
い
。
そ
う
簡
単
に
珍

し
い
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
い
-
ら
必
死
で
取
り
組
ん
で
も
'
方
向
が
過
っ

て
い
れ
ば
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、
「
人
生
こ
ん
な

も
ん
だ
よ
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
「
あ
ま
り
が
む
し
ゃ
ら
に
頑
張
り
過
ぎ

な
-
て
も
い
い
か
ら
さ
。
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
噂
に
よ
る
と
'
「
猫
ま

た
」
　
に
遭
遇
し
た
法
師
は
兼
好
自
身
だ
と
も
聞
-
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て

も
ち
兼
好
が
「
困
っ
た
人
達
」
　
に
つ
い
て
書
い
た
の
は
'
人
が
や
っ
て
し
ま

う
失
敗
を
認
め
る
意
味
で
あ
り
、
ま
た
、
皆
が
1
生
懸
命
生
き
て
い
る
こ
と

を
受
け
止
め
て
、
そ
れ
な
の
に
い
つ
か
死
が
来
る
こ
と
を
思
う
と
い
た
た
ま

れ
な
く
な
っ
て
、
人
々
に
あ
ま
り
期
待
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
意
味
で

あ
る
と
思
う
。

2
　
「
土
佐
日
記
を
読
む
」
か
ら

①
(
学
習
記
録
か
ら
)
今
回
は
土
佐
日
記
の
二
月
六
日
、
七
日
の
授
業
で

し
た
‥
‥
日
用
は
=
!
3
-
:
J
^
7
-
M
-
…
蝣
蝣
?
>
-
蝣
.
・
.
 
'
　
∵
　
　
　
氾
t
^
U
^
i
-
¥

の
和
歌
講
座
」
を
開
い
て
相
手
を
負
か
し
た
り
、
「
和
歌
と
は
か
-
な
る
も

の
だ
」
と
説
い
て
み
た
り
'
自
信
満
々
な
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た

叫
で
刊
剥
、
今
回
は
謙
遜
し
て
み
た
り
、
下
手
な
歌
を
二
つ
も
詠
ん
で
み
た

り
-
、
と
に
か
く
変
で
し
た
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

文
中
に
「
心
地
悩
む
船
君
」
と
か
「
船
君
の
病
者
」
と
か
「
病
を
す
れ
ば

詠
め
る
な
る
べ
し
」
と
か
い
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
の
で
、
紀
貫
之
も
船
酔
い

を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
精
神
的
に
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
へ
　
ど
う
い
う
歌
が
良
く
て
、
ど
う
い
う

歌
が
悪
い
の
で
し
ょ
う
?
　
何
と
な
く
(
淡
路
の
大
御
は
都
が
近
-
な
っ
た

の
を
事
ん
だ
気
持
ち
の
良
い
歌
で
、
そ
れ
に
対
し
て
紀
貫
之
は
調
子
が
悪
そ

う
な
歌
と
い
う
こ
と
か
ら
)
分
か
る
よ
う
な
気
は
す
る
ん
で
す
け
ど
-
0

②
(
学
習
記
録
か
ら
)
久
々
に
他
人
の
悪
口
や
ら
ダ
ジ
ャ
レ
を
言
わ
な
い

真
面
目
な
貫
之
を
見
た
美
し
い
九
日
で
あ
っ
た
。
渚
の
院
を
訪
れ
た
と
い
う

こ
と
は
'
も
う
京
都
は
す
ぐ
そ
こ
だ
。
や
っ
と
帰
れ
て
貫
之
も
喜
ん
で
い
る

に
違
い
な
い
。
渚
の
院
と
言
え
ば
な
つ
か
し
の
惟
喬
親
王
と
中
将
た
ち
が
男

の
友
情
を
育
ん
だ
所
だ
。
そ
の
こ
と
を
、
貫
之
の
時
代
の
人
々
が
み
ん
な
知
っ

て
い
た
と
は
へ
今
思
え
ば
渚
の
院
と
い
う
話
も
す
ご
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た

ん
だ
な
あ
と
感
動
す
る
。
こ
の
日
の
二
首
の
歌
は
ど
ち
ら
も
「
変
わ
ら
な
い

人
の
気
持
ち
」
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
亡
-
な
っ
た
娘
を
想

う
気
持
ち
が
書
い
て
あ
る
。
娘
へ
の
想
い
も
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
t
　
と

思
う
。
実
に
美
し
い
日
記
だ
。

③
(
ま
と
め
の
作
文
か
ら
)
娘
を
想
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
、
娘
に
対
す

る
鎮
魂
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
辛
い
、
悲
し
い
'
恋
し
い
、
と
い
っ
た
自
分

の
感
情
ば
か
り
が
目
立
つ
歌
に
思
え
る
。
確
か
に
そ
う
い
う
気
持
ち
の
方
が

人
間
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
で
あ
る
し
、
子
供
に
先
立
た
れ
た
親
の
姿
と
し
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て
普
遍
的
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
こ
で
も
'

子
供
に
死
な
れ
る
と
言
う
の
は
悲
し
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

こ
う
考
え
る
と
、
貫
之
が
作
品
に
虚
構
を
用
い
た
理
由
が
理
解
で
き
る
よ

う
な
気
が
す
る
。
自
分
で
は
な
い
女
性
に
仮
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を

公
的
身
分
か
ら
解
放
し
'
一
人
の
親
と
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
三
人

そ
れ
で
は
何
が
不
変
な
の
か
。
結
局
へ
　
不
変
で
あ
る
も
の
は
'
亡
き
娘
は

も
う
戻
ら
な
い
と
言
う
事
実
な
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
っ
た
。
貫
之
は
土

佐
日
記
の
文
章
へ
和
歌
へ
表
現
で
娘
を
想
い
、
そ
れ
を
自
分
か
ら
取
り
除
く

が
ご
と
-
'
ま
た
思
い
を
深
め
る
よ
う
に
こ
の
日
記
を
書
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。

称
に
よ
る
自
分
の
客
観
視
を
行
い
へ
　
自
分
を
小
説
の
登
場
人
物
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
作
品
の
中
の
「
あ
る
人
」
は
も
ち
ろ
ん
貫
之
で
あ
る
が
、
私
は

む
し
ろ
貫
之
で
は
な
-
「
あ
る
人
」
　
の
ま
ま
で
あ
る
の
が
正
し
い
の
だ
と
思

う
。
作
品
の
登
場
す
る
の
は
子
供
を
持
っ
た
親
で
あ
り
へ
　
そ
の
哀
惜
を
物
語

3
「
大
鏡
を
読
む
」
か
ら

①
(
学
習
記
録
か
ら
)
古
文
を
読
ん
で
い
る
と
ヘ
音
の
人
と
現
代
人
で
あ

の
根
底
と
し
て
話
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
人
」
　
と
は
、
人
間
的

な
感
情
を
持
っ
た
普
遍
的
な
存
在
で
あ
り
'
貫
之
が
試
み
た
の
は
へ
　
こ
の
普

遍
化
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④
(
ま
と
め
の
作
文
か
ら
)
　
「
土
佐
日
記
に
は
と
て
も
多
-
の
表
現
上
の

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
O
そ
の
中
で
も
っ
と
も
多
-
'
巧
み
に
使
わ
れ
て
T
い

る
の
が
対
比
の
表
現
で
あ
る
O
男
が
女
と
し
て
日
記
を
告
-
'
白
い
波
と
黒

い
烏
へ
　
歌
の
下
手
な
大
人
に
上
手
な
子
供
へ
　
亡
き
娘
の
こ
と
を
忘
れ
た
い
忘

れ
た
-
な
い
-
 
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
表
現
は
'
話
が
進
む
に
つ
れ
て
ふ
く
れ

上
が
っ
て
-
る
、
変
わ
ら
な
い
自
然
と
変
わ
る
人
の
心
と
い
う
大
き
な
対
比

を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
う
。
(
中
略
)
　
自
然

の
普
遍
性
、
そ
れ
だ
け
を
信
じ
て
良
い
も
の
と
し
て
京
へ
帰
る
喜
び
と
し
て

い
た
の
だ
が
'
最
後
の
最
後
に
京
の
自
宅
で
、
自
然
を
象
徴
す
る
千
年
生
き

る
松
が
へ
　
た
っ
た
五
、
六
年
で
な
-
な
っ
て
い
る
。
読
者
も
自
然
が
変
わ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
-
な
る
。
買
之
の
思
い
の
通
り
。
不

変
と
思
っ
た
も
の
ま
で
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

る
私
達
と
の
考
え
方
が
あ
ま
り
に
違
う
の
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
す
が
、
「
女
性
」
と
い
う
も
の
の
立
場
'
あ
り
方
が
随
分
と
消
極
的
な
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
最
も
強
-
古
代
と
現
代
と
の
違
い
を
表
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
帝
は
'
単
に
安
子
が
嫉
妬
を
し
て
あ
ん
な
事
を
や
ら
せ
て

い
る
の
で
は
な
-
'
責
で
男
が
い
ろ
い
ろ
な
策
を
巡
ら
し
て
い
る
と
想
像
す

る
所
な
ど
、
ま
さ
に
当
時
の
風
習
と
い
う
か
考
え
方
を
よ
-
表
し
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
帝
は
ひ
ど
い
や
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
安
子
と

い
う
人
が
あ
り
な
が
ら
、
か
わ
い
-
て
才
能
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
芳
子
を

愛
し
へ
し
か
も
安
子
が
死
ん
だ
ら
や
っ
ぱ
り
安
子
が
よ
か
っ
た
な
ん
て
'
い
っ

た
い
女
性
を
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
れ
で
も

当
時
の
女
性
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
た
め
に
、
そ
ん
な
に
不
満
を
覚
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え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
長
い
年
月
の
間
に
、
人
の
考
え
方
や
感
じ
方

が
こ
う
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
興
味
深
く
、
そ
こ
が
古
文
の
魅
力

で
も
あ
る
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

②
(
学
習
記
録
か
ら
)
今
回
の
授
業
は
「
道
長
対
伊
周
」
の
中
で
も
「
今

ま
で
ろ
く
な
事
が
な
か
っ
た
伊
周
が
名
誉
挽
回
す
る
話
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
っ



た
が
'
終
わ
っ
て
み
た
ら
結
局
は
、
太
っ
た
伊
周
が
情
け
な
い
と
い
う
話
だ
っ

た
。
初
め
の
方
の
「
万
の
事
身
に
余
り
ぬ
る
」
と
か
　
「
御
才
日
本
に
余
ら
せ

給
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
結
局
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
叙

述
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
で
も
へ
　
こ
の
よ
う
な
伊
周
の
様
子
は
現

代
の
私
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
、
完
壁
な
人
物
と
し
て

描
写
さ
れ
て
い
る
道
長
よ
り
も
親
し
み
を
感
じ
る
。

こ
の
伊
周
も
そ
う
だ
が
、
「
大
鏡
」
　
に
は
今
ま
で
の
古
典
に
な
か
っ
た

「
平
安
時
代
の
人
間
」
　
の
描
写
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
平
安
時
代
の
女

性
も
現
代
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
嫉
妬
し
た
り
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
っ
た

り
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
し
、
男
性
も
'
権
力
を
め
ぐ
っ
て
争
っ

た
り
'
い
じ
め
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
た
。
現
代
と
対
比
し
て
読
ん
で

い
-
「
大
鏡
」
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

③
(
ま
と
め
の
作
文
か
ら
)
　
「
道
長
対
伊
周
」
で
は
、
こ
れ
で
も
か
と
い

ラ
-
ら
い
に
道
長
が
す
ば
ら
し
-
'
そ
し
て
そ
れ
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
か

の
よ
う
に
伊
周
は
道
長
に
と
こ
と
ん
負
け
て
い
る
。
私
は
単
純
な
方
な
の
で
'

話
毎
に
道
長
が
伊
周
を
ス
マ
ー
ト
に
負
か
し
て
し
ま
う
と
す
っ
き
り
し
て
'

気
持
ち
が
よ
か
っ
た
で
す
。

こ
れ
を
ふ
と
考
え
る
と
、
時
代
劇
を
見
る
の
に
似
て
い
ま
す
。
勝
つ
の
は

誰
だ
か
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
人
が
勝
を
お
さ
め
る
と
す
っ
き
り
す
る
-

そ
う
い
う
お
も
し
ろ
さ
が
大
群
の
中
に
は
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
し

か
し
た
ら
へ
　
歴
史
と
か
物
語
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
す
っ
き
り
す
る
た
め

に
作
り
出
し
た
の
か
へ
あ
る
い
は
、
人
間
は
昔
か
ら
歴
史
や
物
語
の
中
に
す
っ

き
り
す
る
気
分
を
見
つ
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

④
(
ま
と
め
の
作
文
か
ら
)
道
長
と
伊
周
と
の
関
白
を
巡
っ
て
の
争
い
を

読
ん
で
い
て
分
か
ら
な
い
の
は
'
常
に
道
長
が
勝
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

運
命
に
は
必
然
性
が
つ
き
も
の
で
'
道
長
は
「
な
る
べ
-
し
て
」
関
白
に
な
っ

た
t
　
と
い
う
こ
と
を
作
者
は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
が
'
実
際
の
政
権
争
い
は

そ
う
甘
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
伊
周
も
決
し
て
「
嬰
児
の
や
う
な
る
殿
」

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
実
際
へ
　
1
度
や
二
度
は
伊
周
が
道
長
を

打
ち
負
か
し
て
'
道
長
が
そ
れ
に
対
し
て
執
念
を
燃
や
す
、
と
い
う
場
面
が

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
大
鏡
」
は
百
五
十
歳
を
超
え
る

よ
う
な
二
人
の
老
人
の
対
話
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
老
人
が
道

長
の
勝
つ
と
こ
ろ
し
か
覚
え
て
い
な
い
か
っ
た
'
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

が
'
僕
の
考
え
と
し
て
は
、
虚
構
だ
と
思
う
。
道
長
が
全
て
の
面
に
お
い
て

優
れ
て
い
て
、
関
白
と
し
て
は
彼
の
方
が
適
任
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言

い
た
か
っ
た
た
め
に
へ
　
後
か
ら
作
っ
た
虚
構
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

四
　
よ
り
よ
い
単
元
構
成
の
た
め
に

「
徒
然
草
を
読
む
」
へ
　
「
土
佐
日
記
を
読
む
」
、
「
大
鐙
を
読
む
」
何
れ
の
早

元
に
お
い
て
も
、
授
業
の
大
部
分
は
古
典
作
品
そ
の
も
の
の
持
つ
お
も
し
ろ

さ
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
。
教
師
自
身
が
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
思
う
文
章

を
授
業
で
扱
う
の
は
'
何
と
も
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
し
、
こ
の
お
も
し
ろ
さ

を
ぜ
ひ
生
徒
た
ち
に
も
伝
え
た
い
と
思
う
。
要
は
、
教
師
だ
け
の
独
り
善
が

り
に
終
わ
る
の
で
は
な
-
'
そ
の
作
品
の
持
つ
お
も
し
ろ
さ
を
取
り
込
め
る

よ
う
な
目
標
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
'
ま
ず
は
作

品
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
取
る
教
師
自
身
の
読
み
の
確
か
さ
が
'
さ
ら
に
は

そ
れ
を
伝
え
る
相
手
で
あ
る
生
徒
へ
の
理
解
の
深
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
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お
も
し
ろ
さ
を
こ
う
い
う
生
徒
た
ち
に
感
じ
取
ら
せ
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な

課
題
の
設
定
が
有
効
で
あ
る
、
こ
う
い
う
生
徒
た
ち
に
こ
の
お
も
し
ろ
さ
を

理
解
さ
せ
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
出
会
い
か
た
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

構
想
を
築
き
実
現
し
て
い
-
た
め
の
基
本
は
簡
単
な
よ
う
で
な
か
な
か
む
つ

か
し
い
。

五
　
お
わ
り
に

二
学
期
に
「
大
鏡
を
読
む
」
　
の
学
習
を
終
え
て
、
三
学
期
に
は
同
様
に

「
枕
草
子
を
読
む
」
と
し
て
日
記
的
牽
段
を
重
ね
て
読
ん
で
い
た
中
で
、
次

の
よ
う
な
生
徒
の
感
想
が
あ
っ
た
。

今
ま
で
読
ん
で
き
た
枕
草
子
と
大
鐙
で
は
伊
周
の
扱
い
が
ま
る
っ
き
り
違

う
。
先
に
大
鏡
を
勉
強
し
た
か
ら
か
、
「
伊
周
は
道
長
に
何
度
も
負
け
る
デ

ブ
で
無
様
で
子
供
っ
ぽ
い
奴
だ
。
」
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
枕
草
子
で
は

「
才
の
あ
ふ
れ
る
す
ば
ら
し
い
お
方
」
と
は
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
、

作
者
の
主
観
的
な
感
情
と
'
ど
ち
ら
の
味
方
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
'

書
き
方
も
全
-
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
へ
　
そ
の
「
す
ば
ら
し
い
中
開
自
家
」
が
急
に
落
ち
目
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
大
鏡
で
も
宮
中
の
人
物
の
栄
枯
盛
衰
を
い
ろ
い
ろ
と
見
て
き
た
け
れ

ど
も
へ
　
こ
の
「
仲
が
よ
-
て
'
優
雅
で
、
す
ば
ら
し
い
中
開
自
家
」
が
衰
退

し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
を
見
る
の
は
悲
し
い
。
清
少
納
言
が
'
嫌
い
な
タ
イ

プ
に
違
い
な
い
大
進
生
昌
を
相
手
に
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
て
い
る
の
も
'
き
っ

と
悲
し
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
枕
草
子
年
表

か
ら
す
れ
ば
違
う
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
t
も
し
か
し
た
ら
'
あ
の
伊
周

の
こ
と
を
清
少
納
言
が
あ
ん
な
に
は
め
て
い
る
の
も
'
悲
し
か
っ
た
か
ら
も

知
れ
な
い
。
悲
し
い
か
ら
こ
そ
'
「
仲
が
よ
-
て
、
優
雅
で
'
す
ば
ら
し
い

中
関
自
家
」
　
の
こ
と
を
苔
い
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

(
大
進
生
昌
が
家
に
、
の
学
習
記
録
か
ら
)

授
業
を
進
め
て
い
-
中
で
、
例
え
ば
「
帥
殿
伊
周
」
と
い
う
人
物
は
生
徒

に
と
っ
て
の
お
馴
染
み
さ
ん
と
な
っ
て
お
り
へ
　
そ
こ
か
ら
枕
草
子
の
執
筆
に

っ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
力
と
い
う
も
の
は
'

(
こ
の
生
徒
の
推
測
の
当
否
は
別
に
し
て
も
)
立
派
な
学
力
で
あ
る
と
思
う
。

バ
ラ
売
り
の
文
学
史
的
な
知
識
と
し
て
で
は
な
く
あ
る
時
代
の
あ
る
場

所
で
の
人
間
の
生
き
方
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
自
ら
の
人
間
へ

の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
世
紀
末
の
宮
中
で
の
生
活
は
'
二
十

世
紀
末
の
市
民
社
会
の
生
活
と
は
根
底
か
ら
異
な
る
。
そ
の
差
異
を
認
識
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
な
お
共
通
し
て
流
れ
る
人
間
性
や
人
間
が
生
き
る
た
め

の
文
学
の
力
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
-
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の

よ
う
な
出
会
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
'
一
人
の
作
者
、
一
つ
の
世
界
を

重
ね
て
読
み
進
め
て
い
-
か
た
ち
で
の
単
冗
学
習
は
有
効
な
方
法
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

(
広
島
大
学
附
属
福
山
中
高
等
学
校
)
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