
辻
本
雅
史
著
　
『
「
学
び
」
の
復
権
-
模
倣
と
習
熟
』
を
読
ん
で

中
　
村
　
春
　
作

S
y
u
n
s
a
k
u
N
A
K
A
M
U
R
A

■
　
は
じ
め
に

今
日
も
教
育
の
現
場
は
、
か
つ
て
な
い
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。

河
上
亮
l
 
r
学
校
崩
壊
』
以
来
も
「
学
級
崩
壊
」
「
学
力
崩
壊
」
「
大
学

崩
壊
」
等
々
と
、
相
似
た
題
名
を
持
つ
教
育
論
が
陸
続
と
世
に
出
さ

れ
'
ま
た
我
々
も
'
「
崩
壊
」
と
い
う
い
さ
さ
か
過
激
な
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
さ
ほ
ど
違
和
感
を
抱
か
な
い
ほ
ど
、
教
育
を
め
ぐ
る
環
境

は
急
速
に
劣
化
し
て
い
る
。
評
者
に
身
近
な
環
境
(
大
学
教
育
)
　
に

お
い
て
も
'
こ
こ
数
年
来
へ
特
に
(
社
会
的
常
識
は
言
う
に
及
ば
ず
)

新
入
生
の
学
力
・
知
力
の
低
下
は
著
し
く
な
り
、
.
そ
う
し
た
中
で
の

授
業
運
営
は
'
地
方
国
立
大
学
で
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
と
な
っ

て
い
る
.
そ
う
し
た
現
状
に
対
し
'
文
部
省
主
導
の
対
応
策
は
画
1

的
か
つ
場
当
た
-
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
'
ま
た
へ
　
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
伝
え
る
「
教
育
問
題
」
は
あ
い
も
か
わ
ら
ず
「
詰
め
込
み
教
育
」

批
判
へ
「
偏
差
値
教
育
」
批
判
へ
大
学
入
試
批
判
と
い
っ
た
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
化
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
合
唱
を
抜
け
出
し
て
い
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
文
部
省
が
強
力
に
推
進
し
よ
う

と
し
て
い
る
中
二
口
同
教
育
に
お
け
る
「
ゆ
と
-
教
育
」
は
'
本
当
に

実
地
に
即
し
た
解
決
策
な
の
か
、
実
は
生
徒
の
自
主
性
・
選
択
に
任

せ
る
と
い
う
建
前
の
な
か
で
'
ま
す
ま
す
学
力
の
低
下
を
招
き
、
結

局
、
高
等
教
育
を
行
き
着
-
と
こ
ろ
ま
で
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
の
か
t
と
い
う
疑
念
も
t
方
で
は
強
い
の
で
あ
る
.
大
学
教

育
の
現
場
に
お
い
て
も
'
上
か
ら
の
圧
力
と
横
か
ら
の
圧
力
、
そ
し

て
そ
う
し
た
社
会
的
圧
力
(
空
気
)
　
を
、
生
真
面
目
に
'
時
と
し
て
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過
剰
に
意
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
-
る
、
パ
ノ
ブ
テ
ィ
コ
ン
(
M
・
フ
ー

コ
ー
)
　
的
な
自
己
検
閲
の
体
内
化
へ
形
式
化
の
な
か
で
'
多
-
の
者

が
疲
弊
し
っ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
教
育
を
め
ぐ
る
現
状
の
下
へ
教
育
専
門
家
か
ら
出
さ
れ

る
最
近
の
論
議
の
中
で
、
「
学
習
者
中
心
」
「
学
習
者
の
視
点
で
」

云
々
の
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
あ
る
。
評
者
が
現
在
所
属

す
る
学
部
も
、
例
に
違
わ
ず
国
立
大
学
教
育
系
学
部
再
編
・
縮
小
の

嵐
の
中
で
'
新
学
部
へ
の
移
行
を
余
儀
な
-
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'

そ
の
際
へ
提
案
さ
れ
た
改
革
案
の
中
心
的
概
念
の
一
つ
と
し
て
あ
っ

た
の
も
、
「
学
習
者
中
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
評
者

が
新
た
に
所
属
す
る
改
編
新
研
究
科
・
講
座
に
も
「
学
習
」
「
文
化
」

「
開
発
」
等
々
の
名
称
が
連
語
化
し
て
「
学
」
　
の
前
に
つ
-
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
学
習
・
開
発
」
と
い
う
の
が
'
文
部
省

の
意
向
を
先
取
-
す
る
形
で
の
自
己
防
衛
の
気
味
が
あ
り
へ
ま
ず

も
っ
て
そ
う
し
た
政
策
的
色
彩
の
故
に
　
(
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
に

せ
よ
)
、
「
学
習
者
中
心
」
と
い
う
言
葉
に
少
な
か
ら
ず
席
捲
し
て
し

ま
う
の
だ
が
'
私
の
本
当
の
疑
念
は
そ
こ
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
こ
れ
か
ら
は
教
育
者
の
視
点
で
は
な
-
て
、
学
習
者
の
視
点
が
重

要
」
な
ど
と
'
い
か
に
も
そ
れ
が
時
流
で
あ
る
か
の
ご
と
-
吾
わ
れ

る
際
に
、
近
代
公
教
育
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
そ
れ
を
新
た
に
言
い

出
す
こ
と
の
意
味
、
そ
こ
に
あ
る
は
ず
の
本
来
的
な
矛
盾
を
一
方
で

考
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
良
-
も
悪
-
も
近
代
に
制
度
と
し
て

成
立
し
た
公
教
育
は
'
「
教
育
者
」
が
〓
疋
の
均
質
な
知
識
を
「
被
教

育
者
」
に
「
与
え
る
」
と
い
う
'
あ
る
種
の
権
力
関
係
を
前
提
と
し

て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
'
制
度
は
そ
の
ま
ま
に
'
教
育
者

の
側
が
「
学
習
者
中
心
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
へ
そ

れ
は
い
か
に
も
世
間
に
迎
合
す
る
偽
善
的
言
辞
で
あ
り
'
逆
に
言
え

ば
一
種
の
責
任
放
棄
で
は
な
い
か
も
と
い
う
思
い
が
す
る
か
ら
で
あ

る
　
(
そ
う
し
た
点
で
'
教
師
が
「
金
八
先
生
」
を
理
想
と
す
る
の
は

教
室
の
混
乱
、
崩
壊
を
招
-
だ
け
で
あ
-
、
「
教
師
」
と
い
う
「
役
目
」

を
真
に
演
じ
切
る
べ
き
だ
と
す
る
「
プ
ロ
教
師
の
会
」
河
上
亮
1
の

発
言
の
方
が
'
私
に
は
率
直
に
感
じ
ら
れ
る
)
。
む
し
ろ
我
々
は
、
そ

う
し
た
言
葉
の
言
い
替
え
で
現
状
を
突
破
し
ょ
う
と
す
る
よ
り
、

も
っ
と
本
質
的
な
問
題
に
立
ち
返
る
べ
き
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
公

教
育
」
や
「
大
学
」
と
い
う
制
度
等
々
、
近
代
の
歴
史
的
産
物
が
有

効
性
を
喪
失
し
っ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
近
代
公
教
育
シ
ス
テ
ム

の
耐
用
年
数
が
尽
き
た
の
で
は
な
い
t
か
t
と
い
っ
た
方
向
か
ら
考
え

る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
、

自
分
自
身
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
の
　
「
自
明
性
」
を
自
ら
切
り
崩
す
よ

う
な
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
こ
に
し
か
真
の
解
決

策
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
(
筆
者
が
専
門
と
す
る
)
思
想
史
研
究
が

介
入
す
べ
き
余
地
も
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
取
り
上
げ

鶴



る
、
辻
本
雅
史
著
r
「
学
び
」
の
復
権
-
模
倣
と
習
熟
j
は
、
ま
さ
に
、

そ
う
し
た
近
代
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
有
効
性
に
疑
問
を

投
げ
か
け
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
で
'
大
い
に
共
感
さ
れ
る

「
教
育
論
」
　
で
あ
-
、
ま
た
、
「
学
習
者
」
と
い
う
問
題
に
、
思
想
史

研
究
と
し
て
正
面
か
ら
対
し
た
分
析
と
し
て
'
評
価
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。学

校
教
育
で
、
本
当
に
i
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
す
る
教

育
な
ど
原
理
的
に
で
き
な
小
の
だ
。
原
理
的
に
で
き
な
い
シ
ス

テ
ム
な
の
に
、
そ
れ
を
で
き
る
か
の
よ
う
に
唱
え
る
か
ら
'
教

師
は
苦
し
み
、
学
校
は
ま
す
ま
す
お
か
し
-
な
る
。
む
し
ろ
学

校
教
育
の
機
能
を
も
っ
と
小
さ
く
限
定
し
'
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ

れ
の
場
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
子
ど
も
の
教
育
に
責
任
を
も

つ
よ
う
へ
　
工
夫
す
る
方
が
現
実
的
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
地

域
で
、
あ
る
い
は
家
庭
で
、
そ
し
て
で
き
る
だ
け
企
業
で
も
、

子
ど
も
の
教
育
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
す
べ
き

な
の
だ
。
(
二
三
八
～
九
頁
)

と
す
る
辻
本
氏
の
言
は
ま
っ
た
-
正
鵠
を
射
て
い
る
。
問
題
は
も
は

や
'
「
教
育
」
を
、
制
度
と
し
て
の
「
学
校
」
か
ら
解
放
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

「
学
校
社
会
か
ら
学
習
社
会
へ
」
の
転
換
を
論
じ
た
'
品
格
あ
る
「
学

習
文
化
」
論
と
し
て
へ
　
こ
の
著
は
あ
る
。

表
　
江
戸
思
想
史
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
「
学
習
文
化
」
の
再
生
論

Ⅱ

教
育
論
議
の
広
範
な
活
発
化
の
な
か
で
'
上
記
の
よ
う
な
、
近
代

公
教
育
そ
の
も
の
の
自
明
性
の
解
体
、
再
構
築
と
い
う
(
再
構
築
で

き
る
と
す
る
場
合
は
)
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
専
門
的
研
究
が
増
え
て

き
た
の
は
、
教
育
学
・
教
育
史
と
思
想
史
の
問
題
の
共
有
と
い
う
点

で
、
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。
昨
年
か
ら
だ
け
に
限
っ
て
も
、
高
橋
敏
「
近

代
史
の
な
か
の
教
育
㌔
竹
内
洋
『
日
本
の
近
代
1
2
　
学
歴
貴
族
の
栄

光
と
挫
折
』
、
広
田
照
幸
『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
-
「
教

育
」
す
る
「
家
族
」
の
ゆ
-
え
』
へ
と
い
っ
た
教
育
史
研
究
の
ニ
ュ
ー

ウ
エ
ー
ブ
と
も
言
う
べ
き
も
魅
力
あ
る
研
究
成
果
が
、
主
と
し
て
歴

史
社
会
学
へ
教
育
社
会
学
の
方
面
か
ら
な
さ
れ
'
我
々
に
新
鮮
な
刺

激
　
(
と
同
時
に
新
た
な
疑
問
)
　
を
与
え
て
い
る
。
辻
本
氏
の
本
署
も

そ
う
し
た
一
連
の
論
議
に
、
思
想
史
・
教
育
史
か
ら
新
た
な
視
点
を
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提
供
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
併
せ
て
批
評
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
特
に
、
近
世
思
想
を
鏡
と
し
て
、
近
代
公
教
育
制
度
の
欠
陥
へ

再
生
を
言
う
(
江
戸
時
代
の
「
学
習
文
化
」
と
い
う
「
歴
史
の
眼
で

い
ま
を
見
る
こ
と
で
'
ほ
か
で
は
見
え
な
い
も
の
を
「
透
視
」
す
る
」

一
五
頁
へ
　
「
「
近
代
学
校
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
視
点
で
江
戸
時
代
を
見

る
」
五
八
貢
)
点
で
'
独
自
の
問
題
提
起
を
行
う
も
の
で
あ
る
0

本
著
の
章
立
て
は
以
下
の
通
-
で
あ
る
。

序
章
　
　
「
浸
み
込
み
型
」
と
　
「
教
え
込
み
型
」

第
一
章
　
手
習
い
塾
　
(
寺
子
屋
)
　
の
学
習

第
二
章
　
儒
学
の
学
習

第
三
章
　
貝
原
益
軒
の
思
想
-
近
世
学
習
論
の
思
想
的
背
景

第
四
章
　
貝
原
益
軒
の
教
育
論

第
五
章
　
徒
弟
制
と
内
弟
子

第
六
章
　
現
代
の
学
校
と
学
習
文
化

各
章
の
内
容
の
詳
細
を
'
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
こ
と
は
避

け
る
が
、
1
応
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
簡
明
に
整
理
さ
れ
た
「
序
章
」

(
二
一
1
1
五
頁
)
の
言
を
用
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
議
論
の
流
れ
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

巻
頭
ま
ず
述
べ
ら
れ
る
の
が
'
「
近
代
学
校
が
普
及
す
る
以
前
の
時

代
に
お
い
て
'
日
本
人
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
主
に
江
戸
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
の
場
と
、
そ
こ
に
お

け
る
学
び
の
実
態
、
学
習
の
方
法
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
こ

う
」
と
す
る
観
点
か
ら
さ
れ
る
問
題
提
起
と
江
戸
期
教
育
を
め
ぐ
る

分
析
(
第
1
章
、
第
二
章
)
　
で
あ
り
'
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
手
習

い
塾
」
の
実
相
と
'
そ
こ
で
の
基
本
的
教
授
法
へ
「
素
読
」
学
習
の
意

義
が
説
き
明
か
さ
れ
る
。
次
い
で
へ
そ
う
し
た
「
「
浸
み
込
み
型
」
(
私

-
著
者
の
言
葉
で
い
え
ば
<
模
倣
と
習
熟
>
)
　
の
学
習
文
化
は
'
日

本
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
い
か
に
言
説
化
さ
れ
'
ど
の
よ
う
な
論

理
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
点
か
ら
、
近
世
前

期
の
思
想
家
へ
貝
原
益
軒
の
思
想
言
説
が
取
り
出
さ
れ
'
分
析
へ
評

価
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
比
較
的
多
ぐ
の
紙
幅
が
さ
か
れ
へ
貝
原
益
軒

の
全
体
像
が
へ
　
そ
の
時
代
の
思
想
言
説
の
文
脈
上
に
浮
き
彫
り
に
さ

れ
る
。
氏
の
言
を
使
え
ば
'
こ
れ
ま
で
多
-
な
さ
れ
た
「
近
代
以
後

の
こ
ま
ざ
れ
に
欄
分
化
さ
れ
た
学
問
に
よ
っ
て
問
題
を
う
ま
-
「
語

る
」
た
め
の
説
明
原
理
を
'
時
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
益
軒
の
あ
る
一
面

に
兄
い
だ
そ
う
」
と
す
る
へ
近
代
の
視
野
に
規
定
さ
れ
た
「
一
種
の

さ
か
の
ぼ
り
史
観
」
　
で
は
益
軒
の
　
「
学
」
　
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
ら

ず
、
「
彼
の
「
知
の
現
場
」
あ
る
い
は
江
戸
時
代
の
「
知
的
空
間
」

に
戻
っ
て
、
そ
の
場
で
見
な
け
れ
ば
益
軒
の
学
の
意
味
は
と
ら
え
ら

れ
な
い
」
と
し
て
　
(
九
九
買
)
、
益
軒
の
「
知
」
　
の
特
色
が
「
気
」

論
の
背
景
か
ら
も
含
め
て
詳
述
さ
れ
る
(
第
三
章
)
。
そ
し
て
へ
そ
れ

ら
益
軒
独
特
の
「
知
」
に
即
応
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
教
育
論
が
、
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「
立
志
」
「
身
体
的
な
模
倣
と
習
熟
の
学
習
」
「
独
学
文
化
」
「
自
己
教

育
の
文
化
」
と
い
っ
た
側
面
か
ら
'
「
浸
み
込
み
」
教
育
の
原
型
と
し

て
提
示
さ
れ
　
(
第
四
章
)
、
次
い
で
へ
　
こ
う
し
た
「
浸
み
込
み
」
型

教
育
の
原
理
が
'
江
戸
期
の
思
想
家
の
み
な
ら
ず
、
「
日
本
の
広
範
な

学
習
文
化
の
文
脈
に
お
い
て
、
広
が
り
と
意
味
を
に
な
っ
て
い
た
」

こ
と
が
、
「
職
人
」
　
の
　
「
ワ
ザ
」
に
よ
っ
て
、
な
ら
い
、
自
得
す
る

教
育
・
学
習
法
を
た
ど
り
つ
つ
考
察
さ
れ
る
　
(
第
五
章
)
。
最
後
に
'

現
代
の
公
文
式
教
育
に
「
自
己
学
習
」
「
浸
み
込
み
」
型
教
育
の
存
在

を
兄
も
留
保
条
件
が
付
さ
れ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
〓
疋
の

教
育
再
生
の
可
能
性
が
兄
い
だ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
　
(
第
六
章
)
。

大
き
-
本
署
の
議
論
の
流
れ
を
た
ど
れ
ば
'
以
上
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
、
日
本
に
伝

統
的
に
流
れ
る
も
の
と
し
て
の
　
「
浸
み
込
み
」
型
の
学
習
文
化
が
提

示
さ
れ
、
そ
の
現
代
に
お
け
る
再
生
が
説
か
れ
る
。
と
こ
ろ
で
へ
「
浸

み
込
み
」
型
教
育
と
は
何
か
。
本
著
の
中
で
、
そ
れ
は
絶
え
ず
語
ら

れ
る
の
で
、
あ
え
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
へ
　
そ
の
特
色
と
し
て
著
者

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
は
'
た
と
え
ば
、
「
教
え
る
者
」
と
「
教

え
ら
れ
る
者
」
と
が
対
峠
し
な
い
教
育
'
自
立
的
・
自
発
的
学
習
が

可
能
に
な
る
教
育
、
「
模
倣
と
習
熟
」
に
よ
る
身
体
的
な
修
得
に
よ
る

教
育
へ
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
「
素
読
」
学
習
や
益
軒
の
教
育

法
へ
職
人
の
世
界
の
教
育
伝
統
は
'
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
色
彩
は
異

な
っ
て
も
'
そ
う
し
た
「
浸
み
込
み
」
型
教
育
の
姿
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
、
著
者
に
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
「
教
え
込

み
」
型
近
代
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
で
疲
弊
す
る
今
日
の
教
育
に
投

げ
か
け
る
示
唆
は
大
き
い
t
と
著
者
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

■
　
日
本
文
化
の
「
型
」
と
し
て
の
「
学
習
文
化
」
論
と
は

Ⅲ

以
上
が
、
き
わ
め
て
粗
く
ま
と
め
た
本
著
の
構
造
で
あ
る
が
'
個

別
の
記
述
に
関
し
て
、
評
者
が
個
人
的
関
心
か
ら
特
に
興
味
深
-
読

ん
だ
の
は
'
「
素
読
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
儒
学
教
育
へ
儒
学
「
教

養
」
　
の
育
成
の
場
面
で
あ
-
'
ま
た
「
模
倣
と
習
熟
」
と
い
う
自
己

学
習
課
程
の
あ
り
方
が
明
快
に
解
き
明
か
さ
れ
る
箇
所
で
あ
っ
た
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
特
に
狙
殊
学
に
お
け
る
、
テ
キ
ス
I
の
「
読

み
の
革
新
」
へ
　
「
読
書
主
義
」
と
闇
斎
学
派
の
　
「
講
釈
」
を
背
景
に
置

き
つ
つ
へ
　
「
素
読
」
　
の
新
た
な
意
味
が
説
か
れ
た
部
分
'
た
と
え
ば
、

素
読
を
通
じ
て
∧
身
体
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
-
>
は
'
そ
れ
自

7
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体
で
直
ち
に
実
用
の
役
に
立
つ
よ
う
な
知
識
で
は
な
い
。
し
か

し
や
が
て
実
践
的
な
体
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、
そ
れ
ら
の
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
の
う
ち
に
新
た
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
実
感

さ
れ
、
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
具
体
的
な
実
践
の
場
に

お
い
て
実
感
的
に
テ
キ
ス
ト
の
意
味
が
理
解
さ
れ
t
か
つ
そ
れ

が
道
徳
的
な
実
践
主
体
と
、
人
と
し
て
の
生
き
方
の
う
ち
に
具

体
化
さ
れ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
経
書
と
い
う
テ

ト
の
<
身
体
化
>
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
「
儒
学
の
知
」
と
は
、

こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
(
七
三
～
七
四

頁
)

と
さ
れ
る
指
摘
な
ど
は
'
評
者
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
-
同
感
で
、
益

軒
の
言
説
の
詳
細
な
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
「
模
倣
と
習
熟
」
過
程
の
内

在
的
理
解
と
し
て
、
よ
-
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
署
は
こ

う
し
た
、
「
自
ら
学
ぶ
」
こ
と
の
意
味
を
思
想
史
上
に
説
き
明
か
す
こ

と
に
お
い
て
'
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
な
ど
が
「
素
読
」
的
学
習
に
関
心
を
持
つ
の
は
'
読

書
の
方
法
へ
「
知
」
の
伝
達
の
方
法
な
ど
を
含
め
て
'
そ
れ
が
江
戸
期

か
ら
明
治
期
初
期
に
か
け
て
の
、
儒
学
「
知
」
そ
の
も
の
に
'
ど
の

よ
う
な
変
質
を
も
た
ら
し
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
近
代
国
民
国
家
の

均
質
な
「
知
」
や
、
「
教
養
」
　
の
形
成
に
ど
こ
で
通
底
L
t
ど
こ
で

断
絶
し
て
い
る
の
か
t
と
い
う
関
心
か
ら
な
の
で
あ
る
が
'
そ
う
し

た
関
心
か
ら
言
え
ば
'
「
素
読
」
的
学
習
は
'
儒
学
「
知
」
の
質
的

転
換
点
を
象
徴
す
る
一
指
標
と
し
て
、
歴
史
的
転
換
の
観
点
か
ら
捉

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
著
も
'
氏
が
こ
れ
ま
で
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
寛
政
異
学
の
禁
」
以
降

の
　
「
公
教
育
」
発
生
論
(
前
著
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
一
九

九
〇
年
)
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
本
署
に
お
い
て
は
'

む
し
ろ
'
日
本
の
　
「
学
習
文
化
」
　
の
原
型
へ
　
そ
こ
に
「
自
己
学
習
」

的
「
学
び
」
　
の
諸
要
素
が
肱
胎
し
て
い
る
原
型
と
し
て
'
提
示
さ
れ

る
印
象
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
「
近
代
的
教
育
」
に
対
す
る
'
適
時
的

な
「
日
本
の
学
習
文
化
」
　
の
発
現
と
し
て
の
提
示
に
、
叙
述
の
力
点

が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
が
本
署
の
'
世
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

点
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
若
干
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
O
た
と
え
ば
、
「
寛
政
異
学
の
禁
」
前
後
か
ら
広
範
に
普
及
し
、
1

走
の
テ
キ
ス
ト
と
公
的
な
「
読
み
」
と
が
平
行
し
て
流
布
す
る
「
素

読
」
的
慣
習
が
思
想
史
上
に
有
し
た
歴
史
的
意
味
と
、
江
戸
前
期
に

貝
原
益
軒
の
学
習
論
が
持
っ
た
意
味
と
は
'
果
た
し
て
1
概
に
論
じ

得
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
へ
　
そ
し
て
、
よ
-
大
き
な
こ
と
と
し
て
は
、

「
素
読
」
学
習
-
「
益
軒
」
の
思
想
-
「
職
人
」
の
世
界
-
「
公
文
式
」

教
育
と
い
っ
た
か
た
ち
で
'
時
間
空
間
を
超
え
て
'
い
わ
ば
反
「
近

代
教
育
」
の
根
と
し
て
、
近
世
以
降
の
日
本
に
、
文
化
的
「
原
型
」
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が
兄
い
だ
さ
れ
て
い
-
こ
と
の
妥
当
性
へ
の
疑
問
で
あ
る
(
同
じ
く
へ

貝
原
益
軒
等
を
資
料
に
取
-
上
げ
て
、
「
日
本
に
内
在
す
る
教
育
文

化
の
型
」
を
よ
-
強
-
論
じ
た
、
源
了
囲
氏
の
議
論
と
の
接
点
と
相

違
点
は
?
)
0

本
署
は
'
「
江
戸
」
を
近
代
に
抵
抗
す
る
「
モ
デ
ル
」
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
に
、
き
わ
め
て
慎
重
で
、
注
意
深
-
そ
れ
は
避
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
十
分
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
以

上
の
よ
う
な
読
み
は
、
著
者
の
意
図
し
な
い
部
分
も
含
む
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
近
代
公
教
育
の
「
教
え
込
み
」
教
育
の
反
措
定
と
し
て
、
い

-
つ
か
の
事
例
か
ら
共
通
す
る
「
原
型
」
の
ご
と
き
も
の
が
抽
出
さ

れ
る
と
き
、
「
学
習
者
」
中
心
の
文
化
が
、
一
種
、
反
近
代
と
し
て
理

想
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
、
読
者
に
見
え
て
-
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。
本
署
と
は
大
き
-
傾
向
を
異
に
す
る
が
、
わ
か
り
や
す
い
批
判

的
比
較
対
象
と
し
て
あ
え
て
挙
げ
れ
ば
'
高
橋
敏
著
『
近
代
史
の
な

か
の
教
育
」
が
へ
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
'
近

代
日
本
の
な
か
で
見
え
な
-
な
っ
た
「
教
育
の
原
郷
」
を
探
す
t
と

い
う
目
的
か
ら
'
江
戸
期
の
村
の
習
俗
へ
小
さ
な
共
同
体
内
部
で
の

自
発
的
な
文
字
学
習
の
あ
り
方
が
い
わ
ば
理
想
化
さ
れ
'
そ
れ
が
い

か
に
近
代
公
教
育
の
中
で
抑
圧
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
図
式
が
措

か
れ
る
の
だ
が
'
そ
れ
は
本
当
に
妥
当
な
議
論
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
近

代
教
育
の
栄
光
の
背
後
に
広
が
る
正
々
と
続
-
廃
櫨
を
前
に
非
文
字

文
化
か
ら
文
字
文
化
へ
の
離
陸
と
発
展
の
中
で
抑
圧
さ
れ
否
定
さ
れ

た
民
衆
教
育
の
地
下
水
脈
が
お
お
い
に
気
に
か
か
る
。
教
育
習
俗
の

子
供
の
叫
び
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
。
手
習
師
匠
の
「
偉
力
単
文
」

や
予
め
す
る
教
育
の
警
告
は
ど
こ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
」
(
同
書
へ

二
E
l
八
貫
)
と
い
っ
た
語
り
口
に
お
い
て
近
代
批
判
が
示
さ
れ
る
と

き
、
「
文
字
文
化
」
化
を
求
め
て
「
離
陸
」
L
t
公
教
育
へ
の
参
加

を
求
め
て
「
国
民
」
化
し
て
い
っ
た
人
々
が
、
そ
の
過
程
で
抱
え
込

む
に
至
っ
た
問
題
を
、
真
に
自
ら
の
内
部
の
問
題
と
し
て
'
内
在
的

に
も
そ
こ
か
ら
批
判
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
や
近
代
前
を

請
-
つ
つ
、
「
近
代
」
批
判
を
な
す
際
の
困
難
な
点
が
そ
こ
に
は
あ
る

だ
ろ
う
(
こ
れ
は
、
評
者
に
と
っ
て
も
難
題
で
あ
る
の
だ
が
)
。
高

橋
氏
の
著
と
本
著
と
は
志
向
す
る
と
こ
ろ
や
議
論
の
展
開
が
異
な
る

の
で
'
一
様
に
は
も
ち
ろ
ん
論
じ
ら
れ
な
い
の
だ
が
'
そ
う
し
た
こ

と
が
気
に
か
か
る
の
は
'
自
発
的
学
習
、
「
な
ら
う
」
習
慣
と
し
て
'

村
の
「
し
つ
け
」
的
世
界
や
、
小
さ
な
共
同
体
内
部
の
教
育
が
、
そ

こ
で
は
共
に
題
材
と
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
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意
　
「
し
っ
け
」
・
「
礼
法
」
・
「
模
倣
-
習
熟
」
的
学
習
を
成
立
さ
せ
る
世
界
と
は

05

高
橋
氏
も
着
目
す
る
「
予
め
す
る
」
教
育
に
関
し
て
へ
著
者
は
貝

原
益
軒
を
引
い
て
、
そ
の
効
を
'
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

益
軒
は
こ
こ
で
へ
子
ど
も
が
人
間
形
成
を
と
げ
る
際
の
重
要

な
原
理
を
見
出
し
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
教
育
の

可
能
性
と
か
教
育
の
無
力
さ
と
か
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
幼

児
期
に
お
け
る
子
ど
も
に
お
い
て
、
目
や
耳
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
子
ど
も
自
身
の
'
「
見
な
ら
ひ
'
聞
な
ら
」
　
っ
て
そ
れ
に
「
似

す
る
」
と
い
う
過
程
へ
　
い
わ
ば
子
ど
も
の
<
模
倣
す
る
力
>
こ

そ
、
人
間
形
成
の
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
t
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
子
ど
も
が
自
力
に
よ
っ
て
な
す
<
模
倣
す

る
力
>
と
い
う
点
を
'
益
軒
か
ら
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
は

じ
め
に
模
倣
し
た
も
の
が
'
「
-
せ
」
に
な
り
'
「
心
の
あ
る
じ
」

と
な
っ
て
染
み
つ
-
と
い
う
の
で
あ
る
.
(
1
三
五
頁
)
0

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
模
倣
し
、
習
熟
す
る
」
自
己
学
習
能
力
に
つ

い
て
は
へ
異
論
は
な
い
。
ま
さ
し
-
、
そ
の
通
-
で
あ
ろ
う
L
t
我
々

も
ど
こ
か
で
必
ず
体
験
し
た
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
自
発
的
「
模
倣
・
習
熟
」

に
根
拠
を
与
え
る
外
側
の
関
係
系
'
そ
う
し
た
学
習
・
教
育
に
無
前

提
に
認
証
を
与
え
へ
「
意
味
」
を
与
え
る
社
会
(
権
威
の
体
系
)
そ
の

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
も
し
ば
し
ば
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

益
軒
の
場
合
、
「
礼
法
」
的
世
界
で
あ
り
、
ま
た
「
素
読
」
学
習
に

関
し
て
言
え
ば
'
無
前
提
に
権
威
づ
け
ら
れ
自
明
性
が
与
え
ら
れ
た
'

儒
教
の
「
(
そ
れ
も
特
定
の
)
経
書
」
の
世
界
で
あ
る
。
益
軒
の
示

す
「
礼
法
」
が
今
日
か
ら
見
て
へ
　
い
か
に
煩
瑛
な
も
の
で
あ
れ
'
そ

う
し
た
「
作
法
」
そ
の
も
の
の
有
患
昧
性
が
疑
わ
れ
な
い
地
点
に
'

益
軒
は
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
そ
う
し
た
外
側
の
大
き
な
前
提
'
自
明

性
の
承
認
が
あ
っ
て
こ
そ
の
「
模
倣
・
習
熟
」
　
で
あ
る
と
い
う
点
も
'

看
過
で
き
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

益
軒
の
　
「
礼
法
」
的
世
界
に
関
し
て
、
著
者
は
近
代
の
柳
田
国
男

の
　
「
シ
ツ
ケ
」
論
を
引
用
し
て
い
る
。
「
今
あ
る
学
校
の
教
育
と
は

反
対
に
'
あ
た
-
ま
へ
の
こ
と
は
少
し
も
教
へ
ず
に
'
あ
た
り
ま
へ

で
無
い
こ
と
を
言
ひ
又
は
行
っ
た
と
き
に
'
戒
め
又
は
さ
と
す
の
が
'

シ
ツ
ケ
の
法
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
柳
田
の
言
を
引
き
へ
著

者
は
「
こ
こ
で
い
う
柳
田
の
　
「
シ
ツ
ケ
の
法
則
」
が
、
右
に
述
べ
て

き
た
益
軒
の
教
育
の
考
え
方
と
原
理
的
に
違
わ
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
柳
田
の
い
う
「
し
つ
け
」
は
、
益
軒
に
お
い
て
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は
'
「
礼
」
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
益
軒
の
「
礼
」
の

思
想
的
な
意
味
は
'
別
に
検
討
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
要
す
る
に
人
間

社
会
に
お
け
る
、
人
の
「
他
者
」
に
対
す
る
正
し
い
関
わ
り
方
を
意

味
す
る
」
　
(
一
四
七
～
l
四
八
頁
)
と
す
る
の
だ
が
、
「
シ
ツ
ケ
」
や

「
礼
法
」
が
有
意
味
性
を
疑
わ
れ
ず
'
自
明
的
橡
威
を
保
つ
世
界
も
ま

た
へ
一
つ
の
抑
圧
的
社
会
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
「
あ

た
り
ま
へ
」
　
の
自
明
性
が
疑
わ
れ
な
い
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
小
さ
な
共

同
体
が
あ
っ
て
の
「
自
己
学
習
」
　
で
は
な
か
っ
た
か
t
と
い
う
思
い

が
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
も
自
ら
「
儒
学
の
学
習
は
'
近
代
学
校
と

は
異
質
な
原
理
で
行
わ
れ
て
い
た
。
近
代
学
校
の
学
習
の
原
理
で
近

世
儒
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
へ
す
で
に
そ
の
異
質
性
の

自
覚
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
(
六
〇
頁
)
と

し
て
'
近
世
理
解
に
お
け
る
へ
「
異
質
性
の
自
覚
」
　
の
重
要
を
言
う
。

ま
さ
し
く
へ
　
「
シ
ツ
ケ
」
「
礼
」
「
模
倣
と
習
熟
」
は
'
今
日
と
は
相

当
「
異
質
な
」
社
会
シ
ス
テ
ム
の
自
明
性
「
あ
た
-
ま
へ
」
　
の
中
で
も

相
伴
わ
れ
て
そ
の
完
全
形
を
保
っ
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
十
分
承
知
の
上
で
も

そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
「
模
倣
-
習
熟
」
型
の
自
己
学
習
の
精
神
が

い
か
に
し
て
再
生
さ
れ
得
る
か
を
へ
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
'
大
い
に
魅
力
的
で
あ
る
。
が
、
同
時

に
'
現
代
の
事
例
と
し
て
示
さ
れ
た
、
「
公
文
式
」
の
自
己
学
習
が
、

「
受
験
競
争
に
勝
利
す
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
近
代
的
価
値
を
、
親
子

共
々
自
明
の
こ
と
と
し
て
有
す
る
下
で
の
'
「
自
発
性
」
で
あ
る
よ
う

に
'
そ
れ
を
い
か
に
現
代
世
界
の
な
か
に
解
き
放
つ
か
は
'
な
か
な

か
困
難
な
道
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

辻
本
氏
は
、
江
戸
を
、
い
わ
ば
i
つ
の
「
他
者
」
と
し
て
「
近
代

教
育
」
を
相
対
化
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
し
て
「
学
校
教
育
の
肥
大
化

は
'
近
代
公
教
育
の
制
度
が
普
及
し
徹
底
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ど
ん
な
に
長
く
見
積
も
っ
て
も
'
歴
史
的
に
は
た
か
だ

か
こ
こ
一
〇
〇
年
に
満
た
な
い
」
と
し
、
「
だ
か
ら
こ
の
公
教
育
の
制

度
が
自
明
の
も
の
だ
と
考
え
た
-
'
最
高
の
教
育
の
あ
り
方
だ
な
ど

と
思
う
必
要
は
ま
っ
た
-
な
い
。
今
後
も
変
わ
る
こ
と
な
-
永
続
す

る
と
考
え
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
」
　
二
七
九
頁
)

と
亭
っ
。
こ
こ
で
の
氏
の
主
旨
は
、
「
近
代
公
教
育
」
か
ら
広
-
解
放

さ
れ
た
「
自
学
・
自
習
社
会
」
の
可
能
性
を
言
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
'
冒
頭
に
も
引
用
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、

全
-
首
肯
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
た
か
だ
か
一
〇
〇

年
」
・
こ
そ
が
'
我
々
を
今
も
規
定
し
続
け
る
難
題
で
あ
り
'
そ
こ
と

の
格
闘
か
ら
し
か
展
望
が
開
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。

広
田
照
幸
氏
は
『
日
本
人
の
し
っ
け
は
衰
退
し
た
か
』
　
の
中
で
'
近

代
前
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
家
庭
の
教
育
力
」
は
本
当
に
衰
退
し
た
　
5
1



の
か
へ
「
村
の
し
つ
け
」
は
本
当
に
幸
福
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
問
い

か
け
、
そ
れ
ら
が
実
は
、
過
去
を
再
構
成
す
る
近
代
人
の
幻
想
で

あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
そ
う
し
た
過
去
の
「
物
語
り
」
を
共
有
し
っ

つ
、
「
教
育
す
る
家
族
」
観
念
に
近
代
人
が
呪
縛
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
'

氏
は
言
う
の
で
あ
る
。
問
題
の
根
は
や
は
り
こ
の
「
近
代
」
に
多
く

あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
近
代
が
獲
得
し
て
き
た
「
知
・
教
養
」

の
意
味
を
正
当
に
評
価
し
っ
つ
、
そ
の
「
知
」
を
共
有
す
る
制
度
と

し
て
成
立
し
た
「
近
代
公
教
育
」
が
い
か
に
抑
圧
的
制
度
と
化
し
て

き
た
か
が
も
内
在
的
に
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
際
に

「
江
戸
」
が
一
つ
の
反
照
的
世
界
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
る
の
も
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
「
江
戸
」
も
ま
た
、
一
つ
の
抑
圧
的
社
会
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
社
会
と
有
機
的
に
結
合
し
て
存
し
た
「
学
習
社
会
」
理
念

が
そ
の
ま
ま
で
は
、
新
た
な
希
望
と
な
り
得
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
辻
本
氏
の
言
う
通
り
へ
我
々
は
も
は
や
'
「
学
校
」
外
に
そ

の
再
生
、
移
植
先
を
兄
い
だ
す
努
力
を
す
べ
き
時
期
な
の
か
も
し
れ

な
い
。教

育
学
部
に
職
を
得
、
そ
こ
で
の
「
常
識
」
的
な
教
育
論
議
に
ど

こ
か
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
、
自
分
に
と
っ
て
「
教
育
」
と
は
何
か
を

模
索
す
る
評
者
に
と
っ
て
、
辻
本
氏
の
議
論
に
は
多
く
教
え
ら
れ
'

も
の
ご
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
貴
重
な
契
機
を
与
え
ら
れ
た
。
記
し

て
謝
し
た
い
。
著
者
が
本
意
と
し
な
い
方
向
で
の
批
評
と
な
っ
た
部

分
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
評
者
に
と
っ
て
の
課
題
の
共
有
と
い
う

意
味
で
諒
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

2

5

[
文
　
献
]

辻
本
雅
史

閤
w
a
r
n

『
「
学
び
」
の
復
権
-
模
倣
と
習
熟
』
角
川
書
店
t
 
t
九
九
九
年
O

『
「
勉
強
」
時
代
の
幕
開
け
-
子
ど
も
と
教
師
の
近
世
史
』
平
凡

社
、
1
九
九
〇
年
O

『
近
代
史
の
な
か
の
教
育
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

『
日
本
の
近
代
1
 
2
　
学
歴
貴
族
の
栄
光
と
挫
折
』
中
央
公
論
新

社
も
一
九
九
九
年
。

広
田
照
幸
　
『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
-
「
教
育
す
る
家
族
」
の
行

方
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

源
　
了
園
　
『
教
育
学
大
全
集
-
　
文
化
と
人
間
形
成
』
第
l
法
規
、
l
九
八

二
年
。

同
　
　
『
型
と
日
本
文
化
』
創
文
社
、
l
九
九
二
年
o

河
上
亮
一
『
学
校
崩
壊
』
草
思
社
、
一
九
九
九
年
。




