
(
他
者
)
と
向
き
合
う
関
係
を
成
立
さ
せ
る
学
習
を
め
ざ
し
て

-
　
古
文
学
習
に
お
け
る
可
能
性
　
-

信
　
木
　
伸
一

一
学
習
者
を
、
自
分
を
取
り
巷
-
世
界
と
ど
う
関
わ
ら
せ
る
か

生
徒
た
ち
が
よ
り
よ
-
生
き
て
い
-
た
め
の
こ
と
ば
の
力
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
こ
と
へ
　
多
く
の
国
語
の
授
業
者
は
そ
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
栢
者
も
そ
の
1
人
で
あ
る
。
授
業
は
へ
　
そ
の
「
こ
と
ば
の

力
」
を
'
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
基
本
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
決
定

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
'
「
こ
と
ば
の
力
」
を
'
学
習
者
自
身
が
自
分
を
と
り

ま
-
世
界
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
の
中
で
と
ら
え
た
い
。
世
界
と

ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
'
(
他
者
)
と
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
り
'
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
主
体
(
わ
た
し
)
　
の
あ
り
よ
う
の
問

題
で
も
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
そ
れ
は
、
ま
さ
に
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
の
今
生
き

て
い
る
こ
の
時
の
切
実
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

生
徒
た
ち
の
自
分
を
と
り
ま
-
人
々
と
の
関
係
性
は
今
ど
の
よ
う
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
稿
者
が
「
『
徒
然
草
』
を
読

ん
で
、
古
典
と
現
代
(
自
分
)
を
相
対
化
す
る
」
と
い
う
単
元
(
広
島
大
学
附

属
福
山
中
・
高
等
学
校
公
開
研
究
会
研
究
授
業
一
九
九
八
)
　
を
行
っ
た
際

に
'
生
徒
た
ち
の
と
ら
え
た
自
分
像
は
'
「
自
分
は
孤
独
で
は
な
い
と
確
か

め
る
こ
と
で
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
」
へ
　
「
人
に
認
め
て
も
ら
う

こ
と
で
自
分
の
存
在
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
」
へ
　
「
人
と
共
感
す
る

こ
と
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
」
-
等
々
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
'
自
分
以
外
の
人
と
の
関
係
の
中
で
自
己
を
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
な
関
係
が
得
ら
れ

な
い
こ
と
の
つ
ら
さ
も
同
時
に
存
在
す
る
。
ク
ラ
ブ
活
動
や
学
校
行
事
'
交

友
関
係
の
中
で
友
人
と
の
つ
な
が
り
に
心
満
た
さ
れ
る
瞬
間
が
あ
っ
た
と
し

て
も
'
そ
れ
が
そ
の
瞬
間
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
嘆
-
生
徒
が
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
満
た
さ
れ
た
瞬
間
を
宝
物
の
よ
う
に
心
に
し
ま
っ
て
お
-
生
徒
が

い
る
。
「
関
係
」
は
、
そ
の
一
瞬
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
へ
望

ま
し
い
関
係
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
絶
え
ず
更
新
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
'
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
過
去
の
記
憶
と
し
て

人
と
の
関
係
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
彼
ら

が
求
め
て
い
る
自
分
以
外
の
人
の
像
は
'
多
-
の
場
合
、
自
己
に
都
合
が
よ

い
よ
う
に
　
(
も
ち
ろ
ん
、
自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
相
手
だ
と
と
ら
え

る
こ
と
も
含
ん
で
)
描
い
た
像
で
あ
る
。
「
こ
の
こ
と
は
'
こ
う
い
う
こ
と
」

「
こ
の
人
は
こ
う
い
う
人
」
と
い
う
固
定
化
し
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
'
そ
う

す
る
こ
と
で
自
分
の
世
界
像
を
安
定
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
生
徒
の
か

か
え
る
人
間
関
係
に
か
か
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
、
多
く
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
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生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
世
界
像
も
他
人
像
も
'
そ
し

て
自
己
像
も
'
自
分
が
作
り
上
げ
た
自
分
の
中
の
像
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い

う
こ
と
に
さ
え
気
づ
か
ず
(
ま
た
は
へ
う
す
う
す
は
気
づ
い
て
い
る
自
己
が

あ
っ
て
も
顕
在
化
さ
れ
ず
)
、
自
分
自
身
及
び
世
界
の
意
味
を
固
定
化
し
て

行
-
先
に
へ
　
ど
の
よ
う
な
自
己
の
あ
り
よ
う
・
(
他
者
)
と
の
関
係
の
き
り

結
び
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
所
有
し
よ
う
と
し
て
所
有
し
き
れ
な
い
経
験
は
、

認
識
の
あ
り
よ
う
が
変
わ
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
ろ
う
が
'
生
徒
た
ち
の
場
合
、

自
分
の
価
値
観
に
収
ま
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
排
除
と
無
関
心
へ
向
か
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
自
己
に
所
有
で
き
な
い
も
の

と
し
て
の
絶
対
的
他
=
(
他
者
)
と
の
出
会
い
は
な
い
。
稿
者
に
は
'
生
徒

た
ち
に
と
っ
て
一
嶺
必
要
な
の
は
'
主
体
(
わ
た
し
)
が
(
他
者
)
と
の
関

係
に
お
い
て
生
成
す
る
こ
と
を
認
め
'
そ
こ
で
(
他
者
)
と
出
会
い
、
(
他

者
)
と
対
時
す
る
関
係
を
持
つ
、
そ
の
持
ち
方
の
レ
ッ
ス
ン
を
積
む
こ
と
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
他
者
)
を
自
己
に
所
有
し
て
ゆ
-
と
い
う
営
み
、
そ
れ
は
、
こ
と
ば
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
「
人
間
が
存
在
し
は
じ
め

*
.
.
X
,

て
以
来
ず
っ
と
権
力
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
の
対
象
こ
そ
言
語
活
動
で
あ

る
」
　
(
「
文
学
の
記
号
学
』
花
輪
光
訳
み
す
ず
萱
居
一
九
八
一
・
八
)
と
言
っ

た
が
'
我
々
が
発
話
す
る
こ
と
は
'
他
者
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
権
力
と
共

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
と
ば
の
力
=
権
力
性
が
い
か
に
我
々
を
取
り
込

も
う
と
し
て
お
り
へ
　
ま
た
我
々
が
い
か
に
し
て
こ
と
ば
の
力
を
行
使
し
て
い

る
か
と
い
う
、
そ
の
瞬
間
の
こ
と
ば
の
相
を
と
ら
え
る
こ
と
は
'
(
他
者
)

が
我
々
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
へ
我
々
が
(
他
者
)
と
ど
の
よ

う
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

こ
を
切
り
込
み
口
と
し
て
、
こ
と
ば
を
介
し
た
(
他
者
)
と
対
時
す
る
関
係

の
き
り
結
び
方
を
考
え
さ
せ
、
そ
の
上
で
こ
と
ば
を
ど
う
扱
う
の
か
す
な
わ

ち
こ
と
ば
の
力
の
獲
得
を
現
在
の
そ
し
て
将
来
の
生
き
て
い
-
力
に
か
か
わ

る
こ
と
と
し
て
自
覚
化
さ
せ
て
い
-
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
に

「
こ
と
ば
の
学
習
」
と
し
て
の
国
語
の
授
業
の
目
標
の
1
つ
を
見
出
し
た
い

と
思
う
。
本
稿
で
は
'
こ
の
点
を
、
古
文
学
習
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二
　
古
文
学
習
の
過
去
・
現
在

(
〓
テ
ク
ス
ト
の
中
に
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
と
す
る
「
内
容
の
読
み

と
り
型
学
習
」
と
そ
の
問
題
点

古
文
テ
ク
ス
ト
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
普
遍
的
な
価
値
を
内
在
し
た
も
の
で

あ
る
と
と
ら
え
る
テ
ク
ス
ト
観
で
は
、
古
文
の
学
習
は
そ
の
価
値
を
受
容
す

る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
古
文
テ
ク
ス
ト
を
古
典
と
し
て
聖
典
化
す

る
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
観
は
、
テ
ク
ス
ト
に
(
他
者
)
を
兄
い
だ
さ
せ
ず
'

古
文
学
習
は
(
他
者
)
と
向
き
合
う
局
面
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。

古
文
作
品
に
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
と
す
る
こ
と
へ
の
異
議
自
体
は
'
す

で
に
昭
和
九
年
に
、
風
巻
景
次
郎
に
見
ら
れ
る
、

た
だ
あ
ま
り
に
特
殊
の
古
典
に
深
-
共
感
を
持
つ
人
は
、
時
代
と
流
派
を

絶
し
て
絶
対
的
立
場
に
立
ち
た
が
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
芸

術
の
永
遠
と
、
あ
る
種
の
古
典
の
絶
対
的
優
秀
と
の
信
仰
に
似
た
理
解
が

成
立
す
る
。
(
中
略
稿
者
)
　
国
文
学
者
以
外
か
ら
、
正
宗
白
鳥
氏
な
ど
が

出
て
き
て
r
源
氏
物
語
』
の
悪
文
よ
ば
わ
り
を
し
た
と
き
に
　
(
大
正
十
五
年

十
月
「
中
央
公
諭
し
文
芸
時
評
)
、
わ
が
意
を
得
た
見
解
が
思
い
が
け
ぬ
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方
面
か
ら
開
か
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
人
々
は
決
し
て
少
な
-
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
も
'
『
源
氏
物
語
』
　
そ
の
も
の
を
つ
ま
ら
ぬ

と
い
う
の
で
は
な
く
'
日
本
の
古
典
を
も
聖
典
視
し
な
い
で
、
文
学
と
し

て
味
わ
い
得
る
自
由
が
流
れ
こ
ん
で
き
た
こ
と
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
以

前
に
あ
っ
た
1
種
の
不
自
由
感
は
'
日
本
の
古
典
か
ら
民
族
的
な
性
格
を

掴
む
べ
き
だ
、
し
た
が
っ
て
古
典
は
聖
典
で
あ
る
と
す
る
精
神
が
存
し
て

い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
(
r
コ
ト
バ
j
昭
和
九
年
1
月
号
・

原
題
「
新
興
国
文
学
の
再
建
」
・
r
文
学
の
発
生
j
本
文
は
、
「
新
興
国
文

学
」
　
『
風
巻
景
次
郎
全
集
-
日
本
文
学
史
の
方
法
』
　
に
よ
る
)

こ
う
し
た
古
文
テ
ク
ス
ト
の
聖
典
化
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
古
文
テ
ク
ス

ト
は
現
在
に
お
い
て
も
古
典
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
な

お
古
文
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
価
値
内
在
の
「
信
仰
」
が
生
き
て
い
る
こ
と
の

証
で
も
あ
ろ
う
が
、
「
源
氏
物
語
』
を
聖
典
と
し
て
読
む
と
そ
の
結
果
次
の

A
・
B
の
生
徒
の
よ
う
な
感
想
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
(
稿
者
の
教
室
に
お

け
る
高
校
三
年
生
の
作
文
よ
り
)

A
　
「
源
氏
物
語
」
が
世
界
最
高
級
の
物
語
に
数
え
ら
れ
て
久
し
-
、
私
も

か
な
り
以
前
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
'
実
際
に
読
む
の
は
初
め

て
だ
っ
た
。
人
づ
て
に
聞
い
た
話
や
'
あ
ら
す
じ
を
書
い
た
本
な
ど
は
'

と
も
す
れ
ば
源
氏
に
批
判
的
な
も
の
に
偏
り
が
ち
だ
っ
た
た
め
へ
　
私
の
読

む
前
の
意
識
は
、
こ
ん
な
物
語
の
ど
こ
に
人
を
動
か
す
力
が
あ
る
の
だ
ろ

う
程
度
の
も
の
だ
っ
た
。

読
ん
だ
後
も
、
そ
の
意
識
が
急
変
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
源
氏
は
思
っ

た
と
お
り
の
男
だ
っ
た
L
へ
　
わ
が
ま
ま
や
不
倫
、
人
間
の
死
な
ど
生
ぐ
さ

い
話
で
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
が
世
界
の
人
々
に
愛
さ
れ

て
い
る
理
由
の
少
な
-
と
も
1
部
に
は
触
れ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
紫
式
部
の
用
い
る
技
巧
に
は
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
美

し
い
歌
へ
さ
り
げ
な
い
言
葉
の
あ
や
、
風
景
描
写
等
、
見
る
べ
き
も
の
が
多

-
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
増
し
て
人
を
動
か
す
も
の
と
は
、
登
場
人

物
の
姿
だ
ろ
う
。
物
語
の
空
想
上
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
へ
　
妙
に
共
感
が

も
て
る
。
出
て
-
る
人
は
皆
個
性
的
で
、
性
格
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
あ

ま
り
に
多
種
多
様
な
登
場
人
物
の
た
め
、
必
ず
自
分
の
共
感
が
も
て
る
人
、

自
分
が
求
め
る
よ
う
な
人
が
で
て
-
る
。
そ
ん
な
人
と
い
う
窓
を
通
じ
て
へ

物
語
の
世
界
観
に
す
ん
な
り
溶
け
込
ん
で
い
け
る
と
こ
ろ
に
へ
　
こ
の
物
語

が
高
い
評
価
を
受
け
る
理
由
の
一
つ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
を
読

ん
だ
後
、
も
っ
と
先
を
読
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
に
自
分
で
も
驚
い
た
。

私
も
紫
式
部
の
形
造
っ
た
世
界
に
引
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

B
　
源
氏
物
語
は
自
分
に
と
っ
て
所
詮
ス
キ
ル
の
習
得
場
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
古
文
を
読
む
の
か
。
セ
ン
タ
ー
試
験
に
出
る
。
二
次
に
で
る
。
だ
か

ら
半
強
制
的
な
状
況
に
自
分
を
お
い
こ
み
'
読
む
。
表
面
的
に
、
古
語
単

語
の
上
を
た
だ
な
ぞ
る
よ
う
に
読
む
。
学
問
で
は
な
か
っ
た
。
ふ
る
え
る

よ
う
な
感
動
も
な
い
。

A
の
生
徒
の
作
文
か
ら
は
'
す
で
に
授
業
で
学
習
す
る
よ
り
も
以
前
に
こ

の
聖
典
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
O
　
そ
し
て
、
授
業
を
通
し
て
さ

ら
に
　
『
源
氏
物
語
』
　
の
聖
典
化
に
な
ず
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

B
の
生
徒
は
'
A
の
生
徒
の
よ
う
に
　
『
源
氏
物
語
』
=
聖
典
と
し
て
受
け

入
れ
る
者
に
は
な
れ
な
い
生
徒
で
あ
る
。
こ
の
生
徒
は
、
聖
典
化
に
は
違
和

感
を
感
じ
て
い
る
が
'
そ
こ
か
ら
新
た
な
読
み
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
。

A
・
B
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
反
応
も
、
ど
の
よ
う
な
(
他
者
)
と
出
会
っ
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た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
'
ど
の
よ
う
に
認
識
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
か
。
古
文
作
品
に
普
遍
的
価
値
が
あ
る
と
考
え
へ
　
そ

れ
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
授
業
で
は
、
学
習
者
の
価
値
観
・
世
界
観
は
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
こ
と
な
く
へ
自
分
自
身
及
び
世
界
の
意
味
は
固
定
化
さ
れ
た
ま
ま

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

A
の
よ
う
な
受
容
の
仕
方
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
　
(
r
創
造
さ
れ
た
古
典
l

新
曜
社
一
九
九
九
・
四
)
へ
そ
も
そ
も
'
「
古
典
」
と
し
て
の
古
文
作
品
は
、

教
育
制
度
や
学
校
と
い
う
教
育
機
関
に
よ
っ
て
規
範
と
し
て
の
価
値
(
社
会

的
意
義
)
を
付
与
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
教
室
で
無
批
判
に
扱

う
こ
と
は
'
現
代
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
価
値
像
に
も
権
力
的
に
従
属

さ
せ
よ
う
と
す
る
危
険
性
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
'
『
伊
勢
物
語
』

「
梓
弓
」
を
愛
の
真
実
が
描
か
れ
て
い
る
物
語
と
し
て
読
ま
せ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
男
性
に
都
合
の
よ
い
価
値
観
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
論
理
に
取

り
込
ま
れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
「
古
典
」
の
持
た
さ
れ
た
価
値
幻

想
を
伝
統
文
化
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
'
そ
も
そ
も
、
た
と
え
ば
「
日
本
の

伝
統
文
化
だ
か
ら
学
び
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
こ
と
自
体
に
批
評
の
目
を
向
け

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
'
い
か
な
る
伝
統
文
化
を
内
包
し
て

い
る
の
か
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
言
説
を
支
え
て
い
る

価
値
観
は
何
か
、
そ
の
価
値
観
は
現
代
に
通
用
す
る
の
か
を
問
う
て
い
-
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
聖
典
」
と
し
て
「
古
典
」
を
教
材
と
し
た
上
で
、
そ

こ
か
ら
生
徒
が
そ
れ
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
て
い
-
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の

方
法
を
持
た
な
け
れ
ば
'
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。
批
判
で
き
な
け
れ
ば
'
教

材
に
同
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
学
習
者
は
、
教
材
へ
の
反
感
や
学
習
意
欲

の
な
さ
と
い
う
形
で
自
己
に
同
化
を
迫
る
権
力
を
振
り
払
う
し
か
な
い
。

ま
た
、
従
来
の
「
内
容
の
読
み
と
り
型
学
習
」
で
は
、
実
際
に
は
'
授
業

者
が
授
業
に
先
行
し
て
持
っ
て
い
た
「
現
代
の
自
分
の
価
値
像
を
投
影
し
た

読
み
」
が
読
み
の
到
達
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の

価
値
観
が
、
実
際
に
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
'
す
で
に
ど
こ
か
で
聞
い
た

こ
と
の
あ
る
パ
タ
ー
ン
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
古

文
学
習
で
は
'
(
他
者
)
と
出
会
い
'
(
他
者
)
と
対
時
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
あ
ろ
う
。

R
・
ス
コ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
普
遍
的
な
価
値
が
内
在

し
て
い
る
と
す
る
読
み
の
考
え
方
に
関
し
て
'
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
O

も
し
も
テ
ク
ス
ト
が
永
遠
の
真
理
の
媒
体
で
あ
る
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
の

正
し
い
解
釈
へ
と
学
生
を
導
い
て
そ
の
真
理
を
開
示
す
る
こ
と
が
'
教
師

の
役
割
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
は
ど
う
し
て
も
偏
り
を
も
ち
へ

そ
の
真
実
性
も
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
に
お
う
じ
て
変
わ
る
と
考
え
ら
れ

る
な
ら
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
が
「
意
味
の
回
復
」
と
呼
ぶ
こ
う
し
た
種

類
の
解
釈
だ
け
で
は
、
十
分
と
は
言
え
な
-
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
「
批
判
的
解
釈
」
　
(
リ
ク
ー
ル
の
「
フ
ロ
イ
ト
と
哲
学
J
　
<
M

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
エ
イ
ム
ソ
ン
に
よ
る
そ
れ
へ
の
注
釈
『
政
治
的
無
意

識
』
　
S
-
5
3
参
照
)
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
批
評

に
価
値
判
断
の
次
元
を
取
り
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
。
と
は
言
っ

て
も
へ
　
(
フ
ラ
イ
そ
の
他
の
ひ
と
び
と
が
す
で
に
斥
け
た
)
　
文
学
テ
ク
ス

ト
に
序
列
を
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
の
卑
近
な
価
値
判
断
で
は
な
-
、
研

究
す
る
テ
ク
ス
ト
が
提
示
し
て
い
る
価
値
を
問
い
な
お
す
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
標
と
す
る
の
が
'
叡
知
と
か
へ
　
そ
れ
が
仰
々
し

IE!



す
ぎ
る
な
ら
へ
　
高
め
ら
れ
た
意
識
と
か
へ
　
そ
う
し
た
も
の
だ
と
し
て
も
'

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
学
生
へ
と
伝
達
さ
せ
る
の
で
は
な
く
'
テ
ク
ス
ト

に
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
の
中
に
う
み
だ
さ
れ
る
も
の
だ
と
見

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
「
英
文
学
と
い
う
装
置
」
r
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
と
教
え
方
』
岩
波
苔
店

一
九
八
七
・
七
)

ス
コ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
テ
ク
ス
ト
に
問
い
か
け
る
」
と
は
、
古
文
の
学
習
に

お
い
て
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
へ
　
問
題
に
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

(
二
)
　
テ
ク
ス
ト
論
に
よ
る
「
多
様
な
読
み
型
学
習
」
と
そ
の
問
題
点

読
み
　
(
テ
ク
ス
ト
)
　
は
、
読
者
の
中
に
生
成
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
は

な
い
と
す
る
テ
ク
ス
ト
論
は
了
解
す
る
と
し
て
も
'
そ
れ
が
た
だ
ち
に
学
習

者
の
無
限
の
自
由
な
読
み
を
保
証
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
多
様
な
反
応

の
名
の
下
に
へ
　
学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
現
代
の
価
値
観
に
ひ
き
つ
け
た

読
み
を
し
た
だ
け
で
は
'
結
局
へ
自
分
の
中
の
他
者
像
で
し
か
な
い
も
の
を
、

さ
ら
に
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
固
定
化
し
て
ゆ
-
「
自
己
化
」
を
際
限

な
-
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。
田
中
実
は
言
う
へ

こ
の
自
称
(
テ
ク
ス
ト
論
)
-
和
風
て
-
す
と
論
は
三
好
行
雄
や
越
智
治
雄

が
追
い
求
め
た
'
幻
の
唯
一
の
読
み
、
(
本
文
)
　
に
内
在
す
る
一
義
に
向

か
っ
て
の
厳
し
い
追
及
を
失
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
'
他
方
で
「
構
造
分

析
」
や
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
が
持
っ
て
い
た
批
評
の
攻
撃
性
も
持
っ
て
い

な
か
っ
た
o
読
み
の
多
様
性
を
許
容
す
る
こ
と
は
戦
後
民
主
主
義
の
立
場

に
見
え
、
共
感
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
'
こ
こ
で
は
読
み
の
多

様
性
が
窓
意
性
の
自
己
主
張
で
あ
る
こ
と
さ
え
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
民

主
主
義
と
は
互
い
に
否
定
し
合
う
相
手
と
共
生
し
合
う
こ
と
を
目
指
し
て

お
り
へ
　
あ
あ
も
読
め
る
が
'
こ
う
も
読
め
る
と
い
う
(
他
者
)
　
の
い
な
い

世
界
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

(
T
小
説
の
力
』
大
修
館
雷
店
1
九
九
六
・
二
)

こ
こ
で
田
中
が
言
う
よ
う
に
へ
　
た
だ
「
読
み
の
多
様
性
」
を
唱
え
る
だ
け
で

は
、
そ
こ
に
は
(
他
者
)
が
存
在
し
が
た
い
。
そ
れ
は
次
の
二
点
に
お
い
て
、

(
他
者
)
が
存
在
し
が
た
い
と
言
う
意
味
で
あ
る
。

一
つ
は
'
教
室
の
(
他
者
)
と
出
会
わ
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
学
習
の
多
-
の
場
合
へ
教
室
で
は
'
他
の
学
習
者
と
そ
の
反
応
を
交

換
・
交
流
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
'
そ
こ
に
、
せ
め
ぎ
合
い
、
磨

き
合
っ
て
'
自
分
の
中
の
他
者
像
を
更
新
し
て
ゆ
-
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
'
め
ざ
し
た
は
ず
の
自
己
の
多
様
な
読
み
自
体
が
顕

在
化
L
が
た
-
、
ま
た
他
の
学
習
者
の
話
を
聞
い
て
も
自
分
の
都
合
の
良
い

よ
う
に
自
己
化
し
て
編
み
込
む
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
学
習
者
た
ち
は
'

テ
レ
ビ
や
雑
誌
に
代
表
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、

す
で
に
読
み
が
学
習
者
た
ち
を
と
り
ま
-
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
制
約
を
受
け
て
画
一
的
な
も
の
に
な
り
や
す
い
点
を
考
え
る
な
ら
ば
へ
　
無

限
に
自
由
な
「
読
み
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
到
達
で
き
な
い
彼
岸
で
あ
る
。

二
つ
目
は
'
(
本
文
)
と
い
う
(
他
者
)
と
出
会
わ
な
い
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
R
・
ス
コ
ー
ル
ズ
は
い
う
、

読
む
こ
と
、
解
釈
、
そ
し
て
批
評
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
進
む
と
き
'
わ

れ
わ
れ
は
、
読
む
こ
と
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
権
威
へ
の
服
従
に
は
じ
ま
っ

て
'
解
釈
で
は
テ
ク
ス
ト
の
力
を
分
か
ち
も
ち
、
批
評
で
の
対
立
を
つ
う

じ
て
権
力
の
主
張
に
い
た
る
。
こ
の
過
程
に
平
行
し
て
テ
ク
ス
ト
の
概
念

15



も
、
印
刷
さ
れ
た
記
号
の
特
定
の
集
合
か
ら
'
こ
れ
ら
の
記
号
に
意
味
を

も
た
せ
る
諸
コ
ー
ド
へ
そ
し
て
価
値
や
思
考
の
様
態
へ
と
'
連
続
的
に
拡

大
さ
れ
て
-
0

最
初
の
服
従
は
重
要
で
あ
る
。
こ
と
ば
で
で
き
た
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
他

者
の
主
観
性
を
　
-
　
そ
の
主
観
性
を
こ
の
ば
あ
い
は
「
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
」

と
呼
ぼ
う
　
-
　
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
へ
　
こ
の
過
程
の
第
三
の
も
っ
と
も

重
要
な
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
り
に
わ
れ
わ
れ
が
主
観

的
な
考
え
か
た
や
欲
望
を
テ
ク
ス
ト
に
投
影
す
る
だ
け
だ
っ
た
ら
、
わ
れ

わ
れ
の
読
み
は
'
十
分
な
他
者
性
を
も
た
な
い
の
で
、
テ
ク
ス
ト
を
解
釈

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
わ
ん
や
批
評
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
読
む
こ
と
に

オ
ー
　
ソ
リ
　
テ
ィ
ー
　
　
イ
ン
テ
ン
シ
T
r
l
ナ
リ
テ
ィ
I

お
い
て
'
わ
れ
わ
れ
は
著
者
の
権
威
と
　
意
　
図
　
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
W
・
Q
・
ハ
ー
シ
ュ
が
長
年
議
論
し
て
き
た
と
お
りゲ

で
あ
る
が
、
た
だ
し
ハ
ー
シ
ュ
が
言
う
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
の
唯
1
の
「
根

7

リ

　

ヅ

.

A

_

拠
の
あ
る
」
意
味
を
回
復
す
る
た
め
で
は
な
い
。
(
「
教
室
の
中
の
テ
ク
ス

ト
・
二
」
フ
ァ
ク
ス
ト
の
読
み
方
と
教
え
方
』
岩
波
書
店
一
九
八
七
・
七
)

ス
コ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
批
評
」
の
段
階
は
'
(
本
文
)
と
い
う
(
他
者
)
と

向
き
合
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。
テ
ク
ス
ト
を
(
他
者
)
化
す
る
た
め
に
は
、

テ
ク
ス
ト
生
成
時
の
文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
で
読
む
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
作
者
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
復

e

^

B

2

乱

^

E

元
す
る
(
=
テ
ク
ス
ト
の
唯
一
の
「
根
拠
の
あ
る
」
意
味
を
回
復
す
る
)
た

め
で
は
な
い
。
古
文
テ
ク
ス
ト
を
生
成
し
た
(
書
き
手
主
体
)
が
、
自
分
を

取
り
巻
-
世
界
=
(
他
者
)
と
ど
う
向
き
合
い
応
答
し
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
そ
の
行
為
の
中
に
'
(
他
者
)
の
姿
を
兄
い
だ
す
た
め
で
あ
る
。
読
者
そ

れ
ぞ
れ
の
多
様
な
読
み
を
た
だ
目
指
す
だ
け
で
は
、
そ
こ
へ
目
を
向
け
る
こ

と
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

で
は
'
「
読
み
の
多
様
性
」
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
目
指
す
べ
き
は
'
(
本

文
)
と
い
う
(
他
者
)
や
、
教
室
の
(
他
者
)
(
教
師
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
)

と
出
会
っ
て
生
ま
れ
る
(
自
己
)
の
読
み
の
多
様
性
で
あ
る
。

三
　
学
習
者
が
(
他
者
)
と
向
き
合
う
関
係
を
成
立
さ
せ
る

古
文
学
習

こ
こ
で
は
'
学
習
者
が
自
分
を
取
り
巻
-
世
界
と
ど
う
向
き
合
い
ど
う
関

わ
っ
て
い
く
か
を
考
え
る
た
め
に
、
古
文
の
学
習
で
何
が
で
き
る
か
を
考
え

た
い
。(

他
者
)
と
向
き
合
う
関
係
の
成
立
と
は
'
自
己
に
所
有
で
き
な
い
も
の

と
し
て
の
絶
対
的
他
-
(
他
者
)
を
認
め
へ
　
そ
れ
と
対
時
す
る
わ
た
し
(
自

己
)
が
生
成
す
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
そ
の
よ
う
な
(
他
者
)

と
の
関
係
性
を
成
立
さ
せ
る
学
習
を
言
説
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
構
想
す
る
。

(
〓
(
本
文
)
と
い
う
(
他
者
)
と
の
対
話

こ
れ
ま
で
'
伝
統
文
化
と
か
聖
典
と
か
と
し
て
褒
め
称
え
、
同
化
ば
か
り

を
求
め
て
き
た
。
つ
ま
り
、
他
者
性
が
な
か
っ
た
。
古
文
を
違
う
世
界
の
も

の
-
(
他
者
)
と
し
て
'
(
自
己
)
・
(
現
代
)
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
'
古
文
テ
ク
ス
ト
を
(
他
者
)
と
し
て
み
る
こ

と
が
明
瞭
と
な
る
だ
ろ
う
。

言
説
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
は
へ
そ
の
生
成
の
場
に
お
け
る
思
想
・
文
化
・

政
治
な
ど
の
社
会
的
状
況
の
中
で
'
(
書
き
手
主
体
)
が
そ
れ
ら
の
状
況
に

16



向
き
合
い
な
が
ら
応
答
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
社
会
的
構
造
物
で
あ
る

と
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
言
説
」
と
は
、
あ
る
価
値
観
や
世
界
観

を
共
同
幻
想
と
し
て
共
有
す
る
共
同
体
に
お
い
て
生
成
さ
れ
た
1
連
の
様
式

化
さ
れ
た
言
表
編
成
の
こ
と
で
あ
る
。
内
田
隆
三
は
'
フ
ー
コ
ー
の
「
言
説
」

を
次
の
よ
う
に
言
う
、

ニ
ー
ト
ル

フ
ー
コ
ー
が
設
定
し
た
問
題
は
'
言
語
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
る

こ
と
で
あ
っ
た
o
　
こ
の
問
題
設
定
は
'
消
極
的
に
は
'
①
言
説
の
責
任
者

で
あ
る
「
語
る
主
体
」
　
へ
の
準
拠
、
②
言
語
表
現
を
そ
の
形
式
的
な
構
造

に
還
元
す
る
こ
と
へ
　
と
い
う
二
つ
の
陥
穿
　
-
　
理
解
可
能
性
　
-
　
を
同
時

に
回
避
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
は
積
極
的
に
は
'
言
語
を
1

般
的
な
可
能
性
の
体
系
と
し
て
で
は
な
く
'
実
際
に
生
じ
た
出
来
事
と
し

3
E
S
X
S
9

て
'
そ
の
実
証
的
な
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

言
語
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
存
在
を
組
み

立
て
へ
支
え
て
い
る
「
相
関
項
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
存
在
に
お
け
る
言
語
の
こ
と
を
「
言
説
」
　
(
デ
ィ
ス

ク
-
ル
‥
d
i
s
c
o
u
r
s
)
　
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
言
説
の
も
っ
と
も
基
本

的
な
単
位
を
「
言
表
」
(
エ
ノ
ン
セ
‥
㌢
O
n
e
e
)
と
し
て
規
定
す
る
。
言

説
の
相
関
項
は
こ
の
言
表
と
い
う
基
本
的
な
次
元
で
捉
え
直
さ
れ
る
。

(
中
略
稿
者
)

言
表
は
純
粋
に
言
語
学
的
な
範
暗
に
属
す
の
で
は
な
-
'
社
会
-
歴
史
的

な
諸
条
件
=
相
関
項
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
へ
　
そ
の
固

1
B
3
S

有
の
存
在
を
も
つ
の
で
あ
る
。
(
r
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
　
-
　
主
体
の
系

譜
学
　
-
　
』
講
談
社
現
代
新
書
　
1
九
九
〇
二
1
1
傍
線
稿
者
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
古
文
テ
ク
ス
ト
で
見
て
み
よ
う
。

【
『
徒
然
草
j
第
九
十
四
段
】

i
t
m
i
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
/
_
t

常
磐
井
の
相
国
出
仕
し
給
け
る
に
、
勅
書
を
持
ち
た
る
北
面
達
ひ
た
て
ま

つ
り
て
'
馬
よ
り
下
り
た
り
け
る
を
へ
相
国
後
に
、
「
北
面
な
に
が
し
は

罰

i

&

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

浬

H

2

3

勅
書
を
持
ち
な
が
ら
下
馬
し
侍
し
も
の
な
り
。
か
程
の
者
へ
争
君
に
仕

・

蝣

K

-

4

う
ま
つ
り
候
べ
き
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
'
北
面
を
放
さ
れ
に
け
り
。
勅
苔

を
馬
の
上
な
が
ら
捧
げ
て
、
見
せ
た
て
ま
つ
る
べ
し
、
下
る
べ
か
ら
ず
と
ぞ
。

こ
の
話
に
お
い
て
'
相
国
(
太
政
大
臣
)
が
、
自
分
に
対
し
て
礼
を
と
ろ
う
と

し
た
北
面
の
武
士
を
答
め
罷
免
さ
せ
た
の
は
、
天
皇
家
を
最
上
位
に
置
く
秩

序
観
に
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相
国
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
「
社
会
=
歴

史
的
な
諸
条
件
=
相
関
項
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
へ
　
そ
の

エ
ー
ト
ル

固
有
の
存
在
を
も
つ
」
こ
と
に
な
る
。
相
国
の
批
判
の
言
表
は
そ
の
よ
う
な

言
説
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
。

言
説
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
古
文
学
習
を
考
え
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
生
成
時
の
ま

さ
に
生
成
の
過
程
の
中
で
'
応
答
・
生
産
と
い
う
人
間
の
発
話
・
表
現
行
為
に

作
用
し
て
い
る
言
説
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
は
言
う
、

だ
い
じ
な
こ
と
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
見
分
け
、
そ
れ
ら
の
事
件
が
所
属

し
て
い
る
複
数
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
レ
ベ
ル
の
あ
い
だ
に
あ
る
ち
が
い
を
識

別
す
る
と
同
時
に
'
諸
事
件
を
結
び
あ
わ
せ
て
相
互
に
生
み
　
-
　
生
ま
れ

る
関
係
を
つ
-
り
あ
げ
る
よ
う
な
糸
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
す
。
(
北
山

暗
一
訳
¥
n
,
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
　
1
九
二
六
I
 
l
九
八
四
』
所
収
　
新

評
論
一
九
八
四
稿
者
注
‥
こ
こ
で
言
う
「
事
件
」
は
'
内
田
隆
三
氏
の
前

掲
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
出
来
事
」
　
に
あ
た
る
)

ロ
E
i
'
M
-
B
i
i
m
鞠
ォ
5
ほ
m
n
　
　
間
E
H
*

【
r
宇
治
拾
遺
物
語
3
　
1
九
〇
　
土
佐
判
官
代
通
措
、
人
達
シ
テ
関
白
殿
ニ
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u
朋
r
a
m
サ
r
j
j
]

奉
合
事
】
　
(
傍
線
稿
者
)

こ
れ
も
今
は
昔
へ
土
佐
判
官
代
通
清
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。
歌
を
よ
み
'

源
氏
、
狭
衣
な
ど
を
引
想
1
、
花
の
下
、
月
の
前
と
す
き
あ
り
き
け
り
。

ご
　
　
　
た
い
・
-
.
c
 
r
i
'
i
'
い
¥
j
-
f
　
　
　
お
n
-
r
*
　
　
　
　
　
<

か
～
る
す
き
物
な
れ
ば
'
後
徳
大
寺
左
大
臣
、
「
大
内
の
花
見
ん
ず
る
に
'

F
M
i
W
f
.

か
な
ら
ず
」
と
い
ざ
な
は
れ
け
れ
ば
、
通
清
へ
　
目
出
き
事
に
あ
ひ
た
り
と

㍑

叩

a

m

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

凹

t

a

r

o

誠

笥
、
や
が
て
破
車
に
乗
り
て
行
程
に
、
あ
と
よ
り
車
二
三
ば
か
り
し
て

il1.

人
の
来
れ
ば
、
疑
ひ
な
き
此
左
大
臣
の
お
は
す
る
と
思
て
'
尻
の
廉
を
か

を
批
判
す
る
話
と
し
て
片
づ
け
る
の
で
は
'
(
古
き
手
主
体
)
が
、
自
分
を

取
り
巻
-
世
界
=
(
他
者
)
と
ど
う
向
き
合
い
応
答
し
て
い
っ
た
の
か
を
問

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
、
自
分
た
ち
自
身
は
世
界
と
ど

う
向
き
合
い
応
答
し
て
い
く
の
か
を
自
問
し
て
い
-
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

r
十
訓
抄
』
　
の
同
話
(
「
第
1
　
人
に
恵
を
施
す
べ
き
事
」
)
　
と
比
較
し
て
み

る
と
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
話
者
の
「
世
界
と
の
向
き
合
い
方
」
が
わ
か
り
や
す
い
。

・
い
<
.
i
.
い
・
I
-
・
-
H

土
佐
判
官
代
道
清
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
源
氏
、
狭
衣
た
て
ぬ
き
に
お

き
あ
げ
て
、
「
あ
な
う
た
て
'
あ
な
う
た
て
。
と
-
と
-
お
は
せ
」
と
扉

ひ
ら
8

を
開
て
招
き
け
り
。
は
や
う
、
関
白
殿
の
物
へ
お
は
し
ま
す
な
り
け
り
。

描
-
を
見
て
、
御
供
の
随
身
、
馬
を
走
ら
せ
て
、
か
け
寄
せ
て
、
車
の
尻

r
*
Z
3
.

ぽ
え
'
歌
よ
み
連
歌
を
好
み
て
'
花
の
下
へ
　
月
の
前
へ
　
す
き
あ
り
き
け
り
。

(
中
略
稿
者
　
通
措
色
好
み
の
失
態
)

つ
か
ひ

こ
の
道
清
、
あ
る
春
の
こ
ろ
、
後
徳
大
寺
左
大
臣
'
便
を
遣
り
て
、
「
大

の
簾
を
か
り
お
と
し
て
け
り
。
其
時
、
通
清
へ
　
あ
は
て
騒
ぎ
て
、
前
よ
り

み

内
の
花
見
む
ず
る
に
、
必
ず
」
と
い
ざ
な
は
れ
け
れ
ば
、
引
れ
u
割
引

ま
ろ
び
落
ち
け
る
程
に
、
烏
帽
子
落
に
け
り
。
い
と
い
と
不
便
な
り
け
り

と
か
。す

き
ぬ
る
物
は
'
す
こ
し
お
こ
に
も
あ
り
け
る
に
や
。

(
r
新
日
本
古
典
文
学
大
系
4
2
宇
治
拾
退
物
語
・
古
本
説
話
集
j
岩
波
雷

店
一
九
九
〇
)

「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
「
興
奮
と
自
己
陶
酔
に
よ

る
す
き
者
の
失
敗
談
。
評
語
の
風
刺
は
著
者
の
立
場
を
さ
り
げ
な
-
伝
え
る

も
の
か
」
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
話
末
の
評
語
は
、
「
数
寄
の
を
こ
」
　
に

つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
そ
の
「
を
こ
」
　
ぶ
り
を
生
き
生
き
と
描
い
た
1
話
と

い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
す
き
ぬ
る
物
」
　
の
失
敗
談
と
い
う

だ
け
で
は
、
教
材
化
す
る
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
笑
い
話
と
し
て
も
'

学
習
者
は
面
白
い
と
は
思
え
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
脚
注
の
「
著
者
の
立
場
」

が
ど
う
い
う
も
の
を
い
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
数
寄
の
を
こ
」

*
蝣

と
思
ひ
て
、
破
れ
車
に
乗
り
て
行
-
ほ
ど
に
'
車
二
三
両
に
て
'
人
の
来

れ
ば
、
う
た
が
ひ
な
く
'
「
こ
の
左
大
臣
の
お
は
す
る
ぞ
」
と
思
ひ
て
、

あ
ふ
ぎ

尻
の
す
だ
れ
を
か
き
上
げ
て
'
扇
を
開
き
て
招
き
け
り
。
は
や
関
白
殿
へ

E
X
S
n
K

も
の
へ
お
は
し
け
る
な
り
。
こ
れ
を
見
て
、
御
随
身
、
馬
を
は
や
め
よ
せ

て
'
車
の
尻
の
す
だ
れ
を
や
り
落
し
け
り
0
道
清
、
前
よ
り
こ
ろ
び
落
ち

え
_
.
I
)

て
'
走
り
け
る
ほ
ど
に
'
烏
帽
子
落
ち
に
け
り
。

18

す
き
ぬ
る
者
は
t
　
か
-
を
こ
の
気
の
す
す
む
に
や
。

(
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
巣
5
1
十
訓
抄
』
小
学
館
　
1
九
九
七
)

話
の
傍
線
部
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
の
相
違
が
明
確
な
箇
所
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
作
者
の
意
図
を
掛
酌
し
よ
う
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
-
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
の
か
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
授
業
で
は
、
ど
の
よ

う
な
価
値
観
が
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け

さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。



両
話
共
に
'
通
清
の
描
写
は
、
「
数
寄
」
言
説
に
乗
っ
取
っ
た
形
象
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
数
寄
の
を
こ
」
を
批
判
す
る
も
し
-
は
笑
い

の
対
象
と
す
る
話
が
型
と
し
て
あ
り
、
そ
の
批
判
・
笑
い
の
根
拠
が
身
分
秩

序
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
話
題
そ
の
も
の
の
構
図
と
し

て
　
「
身
分
を
越
え
て
逸
脱
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
数
寄
の
世
界
観
」
　
と

「
逸
脱
が
決
し
て
許
さ
れ
な
い
身
分
秩
序
の
世
界
観
」
と
の
価
値
観
の
ず
れ

が
「
出
来
事
」
を
生
ん
で
い
る
。
さ
て
'
両
話
の
違
い
は
、
同
じ
出
来
事
に

対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
話
者
の
向
き
合
い
方
で
あ
る
。
『
十
訓
抄
』
　
の
ほ
う
は
'

「
数
寄
」
と
「
身
分
」
と
い
う
対
立
に
は
深
-
立
ち
入
ら
ず
、
出
来
事
の
滑

稽
性
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
滑
稽
さ
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
「
数
寄
の
を

こ
」
　
ぶ
り
を
批
判
・
噸
笑
す
る
ま
な
ざ
し
で
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
色
好
み
の
失
態
　
(
引
用
省
略
部
分
)
　
を
語
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関

連
す
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
方
は
、
「
数
寄
」
と
　
「
身
分
」
と
い
う
そ
れ

ぞ
れ
の
価
値
観
の
ず
れ
に
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
へ
　
「
い
と
い
と
不
便
な
り

け
り
と
か
」
　
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
そ
こ
で
笑
わ
れ
る
通
清
に
同
情
の
ま
な

ざ
し
を
向
け
る
。
話
末
評
語
の
「
す
き
ぬ
る
物
は
、
す
こ
し
お
こ
に
も
あ
り

け
る
に
や
」
　
の
「
す
こ
し
」
　
と
い
う
表
現
に
も
'
『
十
訓
抄
』
　
に
比
し
て
、

よ
り
通
清
へ
の
同
情
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
通
清
へ
の
ま
な
ざ
し
の
違
い

は
「
数
寄
」
　
へ
の
ま
な
ざ
し
の
違
い
で
も
あ
る
。
後
徳
大
寺
左
大
臣
か
ら
の

花
見
の
誘
い
に
対
す
る
通
清
の
反
応
は
、
『
十
訓
抄
』
　
で
は
「
う
れ
し
き
こ

と
」
と
心
情
が
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『
宇
治
拾
迫
物
語
』
　
で
は
「
目
出
き

事
」
と
価
値
判
断
が
語
ら
れ
る
o
 
r
宇
治
拾
遺
物
語
j
　
の
語
り
の
ま
な
ざ
し

は
、
「
数
寄
」
　
と
い
う
価
値
共
同
体
を
理
解
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

*

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
説
と
そ
れ
に
向
き
合
う
話
者
の
ま
な
ざ
し
を
と
ら

え
る
と
こ
ろ
に
'
教
材
化
の
焦
点
を
当
て
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
学
習
者

た
ち
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
対
立
の
中
で
生
き
て
い
る
。
彼
ら
は
ど

の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
世
界
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
反
応

の
接
点
が
あ
る
と
予
測
す
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

古
文
テ
ク
ス
ト
で
語
り
手
が
自
分
を
と
り
ま
-
世
界
を
自
己
の
内
に
取
り

込
む
と
き
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
言
説
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
言
説
と
の

向
き
合
い
方
は
'
①
同
化
し
て
い
-
'
②
排
除
し
て
い
-
、
③
対
噂
す
る
、

な
ど
1
通
り
で
は
な
い
　
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
へ
竹
村
信
治
「
多
言
語
世
界

と
秩
序
」
　
「
日
本
文
学
」
一
九
九
五
・
七
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
教
材
化
に
あ

た
っ
て
は
へ
　
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
の
言
説
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
吟

味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
的
に
は
'
言
説
と
対
略
し
て
い
る
も
の
が

教
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
へ
　
学
習
者
に
お
け
る
教
材
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
が
、
現
代
の
ま
な

ざ
し
に
合
う
よ
う
に
自
己
化
し
て
所
有
し
よ
う
と
す
る
・
も
し
-
は
(
他
者
)

と
し
て
扱
っ
て
は
い
る
が
外
部
化
し
排
除
す
る
こ
と
で
所
有
し
ょ
う
と
す
る
へ

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
習
者
の
主
体
は
、
安
定
は
し
て
い

る
が
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
で
は
学
ぶ
意
味
も
な
い
の
で
は

な
い
か
。
教
材
を
(
他
者
)
と
し
て
認
知
し
て
な
お
か
つ
対
噂
し
て
こ
そ
、

学
ぶ
主
体
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
説
論
で
は
、
語
る
と
い
う
行
為

の
出
来
事
性
に
注
目
す
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
言
説
が
影
響
し
た
の
か
へ

そ
れ
を
ど
う
引
用
し
、
ど
う
変
形
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
る
。

そ
こ
に
、
(
他
者
)
と
の
出
会
い
の
中
で
立
ち
上
が
っ
た
(
書
き
手
主
体
)
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の
語
る
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
語
り
手
の
語
る
と
い
う
行
為
=
出
来
事

は
'
あ
る
問
題
意
識
を
読
み
手
に
提
起
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
習

者
の
俳
か
ら
言
え
ば
、
「
(
書
き
手
主
体
)
が
ど
ん
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
ど

ん
な
こ
と
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
問
題
な
の
か
'
ど
ん
な
状
況

と
対
話
し
て
い
る
の
か
、
誰
に
語
っ
て
い
る
の
か
、
読
者
と
の
共
有
を
前
提

に
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
'
そ
し
て
そ
の
間
題
に
対
し
て
語
り
手
は
ど
う
い

う
位
置
に
立
と
う
と
し
て
い
る
の
か
」
と
問
う
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
先
に
「
テ
ク
ス
ト
に
問
い
か
け
る
」
と
述
べ
た
「
問
い
」
と
は
こ
の
よ

う
な
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
問
い
か
け
る
主
体
(
わ
た
し
)

(
学
習
者
)
　
も
ま
た
(
他
者
)
と
向
き
合
わ
ね
ば
生
き
て
い
け
な
い
存
在
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
(
書
き
手
主
体
)
が
(
他
者
)
=
世
界
を

取
り
込
む
瞬
間
を
と
ら
え
て
'
批
評
す
る
教
室
を
め
ざ
そ
う
と
思
う
。

本
稿
で
言
っ
て
き
た
「
対
時
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
真
剣
に
応
答
す
る
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ミ
パ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
、

理
解
は
た
だ
応
答
の
中
で
の
み
成
熱
す
る
。
理
解
と
応
答
と
は
弁
証
法
的

に
一
体
と
な
っ
て
、
相
互
に
他
を
条
件
づ
け
、
相
互
に
他
を
離
れ
て
は
存

在
し
え
な
い
。
(
「
小
説
の
言
葉
」
新
時
代
社
一
九
七
九
・
一
)

読
者
の
中
に
造
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
'
(
語
り
手
)
　
へ
の
応
答
を
す
る
と
き
'

初
め
て
(
本
文
)
　
と
い
う
(
他
者
)
　
に
出
会
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。

こ
の
出
会
い
は
'
け
っ
し
て
語
り
の
言
説
に
受
容
的
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と

で
は
な
い
。
語
り
の
言
説
と
自
分
の
世
界
観
・
経
験
と
の
せ
め
ぎ
合
う
(
対

請
)
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
意
し
な
-
て
は
い
け
な
い
の
は
う
古
文
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
浮

か
び
上
が
る
問
題
の
扱
い
方
で
あ
る
。
「
あ
る
言
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
表
の

編
成
体
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
を
学
習
者
に
気
づ
か
せ
る
だ
け
な

ら
ば
へ
　
そ
う
い
う
テ
ー
マ
単
元
を
設
定
す
れ
ば
1
度
で
済
む
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
言
説
の
作
用
す
る
諸
相
そ
の
も
の
が
読
み
の
結
果
と
し
て
扱
わ
れ
る

な
ら
ば
へ
　
知
識
と
し
て
の
新
し
い
読
み
へ
　
新
し
い
正
解
を
提
起
し
た
に
す
ぎ

な
-
な
る
。
こ
れ
で
は
'
生
成
の
結
果
を
見
て
い
る
だ
け
で
'
結
局
、
学
習

者
自
身
の
「
い
ま
・
わ
た
し
」
　
に
響
か
な
い
。
こ
こ
で
め
ざ
し
て
い
る
古
文

学
習
は
'
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
社
会
的
生
成
物
と
し
て
へ
　
そ
の
生
成
過
程

そ
の
も
の
を
批
評
・
相
対
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
た
ち
自
身
は
世
界
と
ど
う
向
き
合
い
応
答
し
て
い

る
の
か
を
自
問
し
て
い
-
こ
と
が
な
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
た
ち

が
と
ら
わ
れ
て
い
る
「
自
ら
が
所
属
す
る
共
同
体
の
世
界
理
解
の
枠
組
み
」
-

「
共
同
幻
想
」
　
に
気
づ
き
得
る
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
。

(
〓
)
教
室
の
(
他
者
)
と
の
対
話
・
(
自
己
)
　
の
読
み
の
多
様
性

古
文
テ
ク
ス
ト
が
ひ
ら
-
問
題
領
域
を
媒
介
と
し
て
生
徒
た
ち
が
我
々
の

社
会
を
批
評
的
に
議
論
す
る
、
教
室
は
そ
の
レ
ッ
ス
ン
の
場
で
あ
る
。
そ
の

議
論
の
中
で
、
互
い
に
(
他
者
)
と
し
て
学
習
者
同
士
が
認
識
を
せ
め
ぎ
合

ラ
(
対
話
)
　
の
場
を
成
立
さ
せ
た
い
と
思
う
。

難
波
博
孝
は
、
学
習
者
の
内
に
生
成
す
る
(
自
己
)
は
複
数
で
あ
る
と
い

う
　
(
「
漸
近
線
と
し
て
の
日
本
語
・
国
語
教
育
　
-
　
「
分
裂
し
た
自
己
を
統
合

す
る
企
て
」
　
へ
の
拒
否
」
『
日
本
文
学
』
日
本
文
学
協
会
一
九
九
一
・
一
)
0

そ
の
多
声
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
己
化
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
可
能
性

を
広
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
複
数
の
(
自
己
)
は
そ
れ
ぞ
れ
が
'
(
他
者
)

と
の
関
係
性
の
中
で
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
読
み
の
場
面
で
言
え
ば
'
(
霞
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き
手
主
体
)
が
(
他
者
)
と
向
き
合
い
語
る
像
が
自
己
の
内
に
浮
か
び
上
が
っ

た
瞬
間
へ
　
そ
し
て
自
分
自
身
が
世
界
と
ど
う
向
き
合
い
応
答
し
て
い
る
の
か

を
自
問
す
る
瞬
間
へ
　
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
触
発
さ
れ
た
、
自
己
内
に
立
ち
上
が

る
声
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
性
を
い
か
に
し
て
と
ら
え
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ

の
多
声
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
(
他
者
)
　
の
何
と
反
応
し
て
何
が
発
生
し
た

の
か
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
'
自
分
の
中
の
思
考
が
ま
と

ま
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
な
ぜ
そ
れ
が
選
び
と
ら
れ
た
の
か
を
意
識
化

す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
(
自
己
)
　
の
多
声
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
自
分

た
ち
自
身
が
世
界
と
ど
う
向
き
合
い
応
答
し
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
多
声
を
か
か
え
た
個
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
積
域
を

教
室
に
開
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
教
室
の
(
他
者
)
も
ま
た
へ

多
声
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
(
対

請
)
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
授
業
を
構
想
し
て
い
-

際
の
課
題
と
し
た
い
。

(
≡
)
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
成
立
を
め
ざ
す
か

こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
構
想
に
対
し
て
'
「
テ
ク
ス
ト
生
成
の
場
に
向

け
た
問
い
も
自
分
自
身
へ
の
問
い
も
'
そ
の
間
い
そ
の
も
の
が
窓
意
的
で
は

な
い
の
か
、
そ
し
て
当
然
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
思
考
が
我
々
の
解
釈
で
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
議
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
人
は
、
自
己

の
外
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
他
者
)
を
語
ろ
う
と
し
た
瞬
間
に
'
他

者
は
、
す
で
に
自
己
化
-
所
有
さ
れ
、
「
自
分
の
中
の
他
者
像
」
が
支
配
力

を
も
つ
。
(
他
者
)
と
対
噂
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
(
他
者
)
と
向
き
合
お
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
'
永
遠
に
つ
か
ま
え
ら

れ
な
い
　
(
他
者
)
　
の
姿
を
、
た
え
ず
(
わ
た
し
)
　
の
中
で
更
新
し
て
い
-
い

と
な
み
で
あ
る
。
そ
の
い
と
な
み
を
続
け
る
た
め
に
は
'
「
自
己
化
」
　
の
連

鎖
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
な
-
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
'

(
他
者
)
が
い
か
に
し
て
所
有
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
瞬
間
を
つ
か
ま
え

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
は
、
自
己
に
と
っ
て
到
達
不
可

能
な
(
他
者
)
　
の
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
生
成
の
場
に
影
響
し
た
言
説
の
多
声
性
、
そ
れ
に
応
答
す
る
語

り
の
多
声
性
'
他
の
学
習
者
の
内
な
る
多
声
性
へ
　
そ
し
て
自
己
内
の
多
声
性
、

そ
れ
ら
と
(
対
話
)
す
る
こ
と
は
そ
れ
ら
を
顕
在
化
す
る
こ
と
で
あ
り
'
さ

ま
ざ
ま
な
差
異
を
顕
在
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
他
者
と
し
て
し
か
存
在
し

あ
え
な
い
個
と
個
へ
絶
対
的
に
異
な
る
他
者
へ
　
と
い
う
こ
と
を
発
見
さ
せ
た
」

と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
孤
立
し
て
勝
手
に
浮
遊
す
る
し
か
な
い
。

し
か
し
、
社
会
で
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
-
と
い
う
こ
と
は
、
互
い
に
関
係

を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
異
質
な
も
の
ど
う
L
が
'

い
か
に
し
て
確
か
に
居
場
所
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
共
生
と
は
、
互

い
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
顕
在
化
し
な
が
ら
も
、
ア
ナ
ー
キ
ー
に
陥
ら
な
い

で
'
互
い
の
(
他
者
)
性
を
認
め
て
い
け
る
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
個
々
は
、
(
他
者
)
を
「
無
関
係
な
他
者
」
　
と
し

て
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
-
'
異
質
な
(
他
者
)
と
桔
抗
す
る
(
対
話
)
を
持

ち
続
け
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
主
体
を
い
か
に
し
て
立
ち
上
げ

て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
こ
が
稿
者
の
最
も
本
質
的
な
関
心
の
あ
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
L
へ
　
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
国
語
教
育
に
お
け
る
課
題
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
)
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