
１
．
は
　
じ
　
め
　
に

　
私
は
、
文
学
部
の
言
語
学
科
を
卒
業
し
た
。
中
学
・
高
校
の
国
語
科
教
員
免

許
を
取
る
た
め
に
、
教
科
の
内
容
に
つ
い
て
は
国
語
国
文
学
科
で
、
教
育
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
教
育
学
部
な
ど
で
学
ん
だ
。
し
か
し
、
国
語
科
授
業
の
方
法

や
教
材
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
（
た
っ

た
一
つ
だ
け
国
語
科
教
育
法
の
講
義
（
大
学
の
授
業
を
、
他
校
種
の
授
業
と
分

け
る
た
め
に
便
宜
上
講
義
と
呼
ぶ
）
が
あ
っ
た
が
、
参
考
に
な
る
こ
と
は
大
変

少
な
か
っ
た
）。
結
局
私
は
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
中
高
の
教
育
現
場
に
出
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
私
が
文
学
部
出
身
だ
か
ら
と
私
は
思
っ
て
い
た
。
教

育
学
部
出
身
者
は
、
国
語
科
全
般
の
教
育
内
容
や
教
育
方
法
に
つ
い
て
学
ん
で

い
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
中
等
教
育
の
現
場
に
い
た
私
に
と
っ
て
の
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
場
に
い
な
が
ら
通
い
始
め
た
神
戸
大
学

の
大
学
院
で
は
、
確
か
に
教
科
教
育
の
教
員
が
教
育
内
容
や
教
育
方
法
に
つ
い

て
の
授
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
圧
倒
的
に
多
い
、
教
科
教
育
が
専
門
で
は
な
い

教
員
の
授
業
は
、
多
く
が
文
学
部
の
授
業
と
変
わ
ら
な
い
内
容
を
展
開
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
教
員
養
成
を
行
う
大
学
に
勤
め
、
さ
ら
に
現
在
教
員
養
成
が
主

目
的
の
教
育
現
場
に
い
て
、
私
は
現
状
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
。

　
私
の
現
状
の
理
解
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
て
み
よ
う
。
教
育
学
部
の
教
科
教

育
学
関
係
の
教
員
あ
る
い
は
講
義
を
、
便
宜
上
「
教
育
方
法
」
関
係
と
「
教
育

内
容
」
関
係
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。
こ
れ
は
、
前
者
が
教
職
に
関
す
る
科
目

（
あ
る
い
は
そ
の
担
当
教
員
）、
後
者
が
教
科
に
関
す
る
科
目
（
あ
る
い
は
そ
の

担
当
教
員
）
に
あ
た
る
。
広
島
大
学
の
国
語
文
化
系
コ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
前
者

は
「
国
語
教
育
学
領
域
」
の
講
義
（
あ
る
い
は
そ
の
担
当
教
員
）、
後
者
は
「
語

学
／
文
学
領
域
」
の
講
義
（
あ
る
い
は
担
当
教
員
）
と
な
る
。
私
が
所
属
す
る

初
等
教
員
養
成
コ
ー
ス
初
等
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
専
修
で
あ
れ
ば
、
前
者
は
各

科
教
育
法
の
講
義
（
あ
る
い
は
そ
の
担
当
教
員
）、「
後
者
は
初
等
○
○
と
い
う

講
義
（
○
○
に
は
教
科
名
が
入
る
、
た
だ
し
算
数
を
除
く
）（
あ
る
い
は
そ
の
担

当
教
員
）
と
な
る
。

　
一
般
的
な
理
解
は
、
前
者
は
各
教
科
の
授
業
方
法
に
つ
い
て
の
講
義
（
あ
る

い
は
そ
の
担
当
教
員
）
後
者
は
各
教
科
の
内
容
に
つ
い
て
の
講
義
（
あ
る
い
は

そ
の
担
当
教
員
）
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
前
者
は
各
教

科
の
授
業
方
法
の
み
な
ら
ず
、
授
業
で
教
え
る
べ
き
内
容
や
目
標
に
つ
い
て
も

　

母
語
教
育
の
教
育
内
容
の
妥
当
性
の
担
保
に
つ
い
て

―
―
特
に
説
明
文
／
評
論
文
教
材
に
つ
い
て
―
―

難
　
波
　
博
　
孝
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講
義
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
で
は
、
各
教
科
の
内
容
全
般
が
直
接
講
義

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
後
者
の
講
義
が
、
教
科
の
内
容
（
授
業

の
内
容
）
の
背
景
知
識
、
思
想
的
背
景
、
基
盤
知
識
、
な
ど
ど
う
読
ん
で
も
い

い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
（
こ
こ
で
は
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
朧
化
表
現
し
て
お
く
）

を
教
え
る
こ
と
が
教
員
免
許
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
こ
こ
で
は
、
そ
の
期
待
の
是
非
や
期
待
へ
の
応
え
方
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
期
待
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
再
確
認
し
て
お
く
だ
け
に
と
ど
め
る
）。

　
つ
ま
り
、
教
育
学
部
の
教
科
に
つ
い
て
の
「
教
育
内
容
」
の
講
義
が
、
小
～

高
の
教
科
の
授
業
の
内
容
の
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
日
本
文
学
や
日
本
語
学
、
漢
文
学
の
学
問
内
容

を
変
え
て
講
義
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
取
り
上
げ
る
ト

ピ
ッ
ク
や
方
向
付
け
が
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
小
～
高
の
教
科
の
授

業
の
内
容
の
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
小
～
高
の
国
語
科
の
授
業
内
容
と
、
大
学
に
お
け
る
「
教
育
内
容
」

の
講
義
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
読
む
こ
と
の
領
域
に
お
け
る
文
学
教
材

の
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
近
現
代
文
学
の
講
義
が
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
読
む
こ
と
領
域
に
お
け
る
古
典
教
材
や
新
学
習
指
導
要

領
の
も
と
で
導
入
が
予
定
さ
れ
る
「
伝
統
文
化
」
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、

日
本
古
典
文
学
や
漢
文
学
（
中
国
文
学
）
の
講
義
が
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な

り
う
る
だ
ろ
う
。
話
す
こ
と
聞
く
こ
と
領
域
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本

語
学
の
講
義
が
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
の
領
域

に
つ
い
て
は
日
本
語
学
や
書
道
／
書
写
学
が
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
り
う
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
領
域
も
、
そ
の
「
教
育
内
容
」
を
直
接
扱
う
の

は
「
教
育
方
法
」
関
係
（
教
科
教
育
法
な
ど
）
の
講
義
が
扱
う
こ
と
に
は
な
る

が
、「
教
育
内
容
」
関
係
の
講
義
が
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
り
う
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
の
講
義
が
そ
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
別
問
題
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の

問
題
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
小
～
高
の
国
語
科
に
お
け
る
、
説
明
文
／
評
論

文
を
読
む
こ
と
に
関
す
る
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
た
り

う
る
「
教
育
内
容
」
の
講
義
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
確
か
に
、
高
等
学
校
の

評
論
文
の
「
文
章
内
容
」
に
出
て
く
る
、「
近
代
の
問
題
」
や
「
言
語
と
文
化
の

問
題
」
な
ど
は
、「
教
育
内
容
」
の
講
義
で
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
つ
い
て
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
説
明
文
／

評
論
文
の
「
文
章
内
容
」
全
て
を
カ
バ
ー
す
る
訳
で
は
な
い
（
小
学
校
の
説
明

文
に
頻
出
す
る
「
自
然
に
関
わ
る
内
容
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
少

な
い
だ
ろ
う
）。「
文
章
内
容
」
以
外
の
、
説
明
文
／
評
論
文
を
ど
う
読
む
の
か
、

に
つ
い
て
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
「
教
育
内
容
」
の
講
義
は
、
用
意
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と
の
授
業
内
容
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
提
供
す
る
可
能
性
の
あ
る
学
問
領
域
が
、
国
語
科
教
員
養
成

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
論
で

は
、
そ
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
た
な
い
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も

た
ら
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
を
例
に
取
り
上
げ
て
検
討
し
た

い
。
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２
．
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む

こ
と
の
指
導
事
項

２
．
１
．
小
学
校
の
場
合
（
付
．
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
の
基
準
）

　
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と
に
関
わ
る
指
導
事

項
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
学
年
を
追
い
な
が
ら
、
学
習
指
導
要
領
本

編
と
解
説
編
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
小
学
校
１
・
２
年
で
は
、「
時
間
的
な
順
序
や
事
柄
の
順
序
な
ど
を
考
え
な
が

ら
内
容
の
大
体
を
読
む
こ
と
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
指
導
事
項
で
は
、「
順

序
を
考
え
な
が
ら
大
体
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
解
説
を
見
て
も
、

「
大
体
」
と
は
何
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、「
大
体
」
が
「
文
章
内
容
」
に
関

わ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。

　
小
学
校
３
・
４
年 
で
は
、「
目
的
に
応
じ
て
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
と
ら
え

て
段
落
相
互
の
関
係
や
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考
え
、
文
章
を
読
む
こ
と
。」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
中
心
」
と
い
う
「
文
章
内
容
」
に
か
か
わ
る
概

念
お
よ
び
、「
段
落
関
係
」
と
「
事
実
と
意
見
の
関
係
」
と
い
う
二
つ
の
関
係
が

表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
解
説
に
は
「
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を

原
因
や
理
由
と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
や
意
見
を
述
べ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
原
因
／
理
由－

意
見
」
と
い
う
因
果
関
係
を
読
む
こ
と
も
求
め
て
い
る
。

　
小
学
校
５
・
６
年 
で
は
、「
目
的
に
応
じ
て
、
文
章
の
内
容
を
的
確
に
押
さ
え

て
要
旨
を
と
ら
え
た
り
、
事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自

分
の
考
え
を
明
確
に
し
な
が
ら 
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
は
「
要
旨
」
と
い
う
「
文
章
内
容
」
に
関
わ
る
概
念
と
「
事
実
と
感
想
、

意
見
の
関
係
」
と
い
う
概
念
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
解
説
で
は
、

「
筆
者
が
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
事
例
と
し
て
挙
げ
理
由
や
根
拠
と
し
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
感
想
や
意
見
、
判
断
や
主
張
な
ど
を
行
い
、
自
分
の

考
え
を
論
証
し
た
り
読
み
手
を
説
得
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
に
つ
い
て

「
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
高
学
年
で
も
「
原
因
／

理
由－

意
見
」
と
い
う
因
果
関
係
を
読
む
こ
と
も
求
め
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
小
学
校
で
は
、「
文
章
内
容
」
に
か
か
わ
る
「
大
体－

中

心－

要
旨
」
と
い
う
系
列
と
、「
段
落
関
係
」
お
よ
び
「
事
実
と
意
見
の
関
係
」

と
い
う
二
つ
の
関
係
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
解
説
を
読
む

と
、「
原
因
／
理
由－

意
見
」
と
い
う
因
果
関
係
も
教
育
内
容
と
し
て
想
定
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
議
論
を
整
理
す
る
た
め
に
、
概
念
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
お
き
た
い
。

難
波
（
２
０
０
８
）
で
は
文
章
の
内
部
の
関
係
を
示
す
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
ま
と
め
た
。

　
つ
ま
り
、
文
章
の
、
部
分
と
部
分
の
顕
在
的
な
つ
な
が
り
を
「
結
束
構
造
」、

潜
在
的
な
つ
な
が
り
を
「
結
束
性
」、
文
章
全
体
の
顕
在
的
な
内
部
の
関
係
を

「
文
章
構
成
」、
潜
在
的
な
内
部
の
関
係
を
「
思
考
構
造
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

―　　―４９

表
１
　
文
章
の
内
部
の
関
係
に
つ
い
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

顕
在
的

潜
在
的

ミ
ク
ロ
構
造

結
束
構
造

結
束
性

マ
ク
ロ
構
造

文
章
構
成

思
考
構
造



　
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
使
う
と
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
現
れ
る
、
説

明
文
／
評
論
文
の
指
導
事
項
の
う
ち
、「
文
章
内
容
」
に
関
わ
る
も
の
以
外
は
、

顕
在
的
な
内
部
の
関
係
で
あ
る
「
段
落
関
係
」（
難
波
は
「
結
束
構
造
」
の
一
つ

と
捉
え
て
い
る
）
と
、
潜
在
的
な
内
部
の
関
係
で
あ
る
「
事
実
と
意
見
の
関
係
」

「
因
果
関
係
」（
難
波
で
は
「
結
束
性
」
の
一
つ
と
捉
え
て
い
る
）
と
が
表
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
低
学
年
に
表
れ
る
「
順
序
」
は
、
順
序
を
表
す

接
続
語
が
あ
れ
ば
「
顕
在
的
な
内
部
の
関
係
」
に
な
り
（
は
じ
め
に
～
、
つ
ぎ

に
～
、
な
ど
）
な
け
れ
ば
「
潜
在
的
な
内
部
の
関
係
」
と
な
る
の
で
、
両
方
に

ま
た
が
る
概
念
と
言
え
る
。

　
難
波
（
２
０
０
６
）
で
は
、「
理
由
と
主
張
の
つ
な
が
り
」
や
「
原
因
と
結
果

の
つ
な
が
り
」
つ
ま
り
「
因
果
関
係
」
を
「
論
理
」
と
定
義
し
た
（
詳
し
く
言

え
ば
、
狭
義
の
「
論
理
」
と
定
義
し
て
い
る
。
な
お
、
以
後
、
本
論
で
は
、
難

波
（
２
０
０
６
）
が
定
義
す
る
「
論
理
」
を
、［
論
理
］
と
記
述
す
る
）。
こ
の

定
義
か
ら
考
え
る
と
、
小
学
校
中
・
高
学
年
の
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と

の
指
導
事
項
と
し
て
は
、
文
章
の
潜
在
的
な
内
部
の
関
係
の
中
で
特
に
［
論
理
］

が
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
指
導
要
領
の
中
の
読
む
こ
と

領
域
に
は
「
論
理
」
と
い
う
語
句
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　
で
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
で
「
論
理
」
と
い
う
語
句
は
ど
こ
に

用
い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
に
は
、

「
論
理
」
と
い
う
語
句
は
、
本
編
に
も
解
説
編
に
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な

い
。
本
編
で
は
、
教
材
選
定
の
基
準
に
「
エ
　
科
学
的
、
論
理
的
な
見
方
や
考

え
方
を
す
る
態
度
を
育
て
、
視
野
を
広
げ
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。」
と
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
ま
た
、
教
科
全
体
の
目
標
の
解
説
と
し
て
「
思
考
力
や
想
像
力
と
は
、

言
語
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
論
理
的
に
思
考
す
る
力
や
豊
か
に
想
像
す
る
力

で
あ
る
。」
と
あ
り
、
ま
た
、
中
学
年
の
「
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事

項
」
の
「
指
示
語
・
接
続
語
」
に
つ
い
て
の
解
説
で
「
指
示
語
や
接
続
語
は
、

文
や
文
章
の
構
成
に
か
か
わ
る
語
で
、
文
章
の
論
理
的
な
関
係
を
構
築
す
る
上

で
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
読
み
の
指
導
の
中
で
は
、
文
相
互
の
関
係

と
と
も
に
、
段
落
相
互
の
関
係
を
端
的
に
示
す
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
し
て

指
導
す
る
。」
と
あ
る
程
度
で
あ
り
（
あ
と
２
例
散
見
さ
れ
る
）、「
論
理
」
の
明

確
な
定
義
は
見
え
な
い
。「
指
示
語
・
接
続
語
」
の
解
説
に
し
て
も
、「
文
章
の

論
理
的
な
関
係
」
と
「
文
や
文
章
の
構
成
」
や
「
文
相
互
の
関
係
」「
段
落
相
互

の
関
係
」
と
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
。

　
先
に
示
し
た
、
難
波
（
２
０
０
６
）
に
よ
る
定
義
が
付
さ
れ
た
［
論
理
］
は
、

文
章
の
潜
在
的
な
内
部
の
関
係
を
示
す
「
結
束
性
」
レ
ベ
ル
の
概
念
で
あ
る
。

一
方
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
の
「
論
理
」
に
つ
い
て
は
、「
指
示
語
・

接
続
語
」
に
つ
い
て
の
解
説
を
見
る
限
り
、
文
章
の
顕
在
的
な
内
部
の
関
係
を

示
す
「
文
や
文
章
の
構
成
」
に
か
か
わ
る
「
指
示
語
・
接
続
語
」
が
「
文
章
の

論
理
的
な
関
係
を
構
築
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
結
束
性
」
レ
ベ
ル
の
概

念
に
見
え
る
が
明
確
で
は
な
い
。

２
．
２
．
中
学
校
の
場
合

　
で
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
中
学
校
１
年
で
は
、

「
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実
と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分
け
、

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
約
し
た
り
要
旨
を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。」
と
あ
り
、

「
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実
と
意
見
」
と
を
読
み
分
け
る
こ
と
が

目
標
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
解
説
を
見
て
み
る
と
、「
文
章
の

中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
や
事
実
と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分
け
る
こ
と
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で
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
」
さ
ら
に
「
具
体
的
に
は
、
段
落
ご
と
に
内

容
を
と
ら
え
た
り
、
段
落
相
互
の
関
係
を
正
し
く
押
さ
え
た
り
し
な
が
ら
、
さ

ら
に
大
き
な
意
味
の
内
部
の
関
係
ご
と
に
、
文
章
全
体
に
お
け
る
役
割
を
と
ら

え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
中
心
と
付
加
」「
要

旨
」
と
い
う
「
文
章
内
容
」
に
関
わ
る
事
項
と
「
段
落
相
互
の
関
係
」
と
い
う

顕
在
的
な
内
部
の
関
係
に
関
わ
る
事
項
が
あ
る
。
一
方
、
小
学
校
が
「
事
実
と

意
見
の
関
係
」
と
い
う
結
束
性
レ
ベ
ル
の
、
文
章
の
内
部
の
関
係
を
指
導
事
項

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
学
校
で
は
、「
事
実
と
意
見
を
読
み
分
け
る
」
と
い

う
、
文
章
内
容
に
関
わ
る
こ
と
が
指
導
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
中
学
１
年
に
は
、

潜
在
的
な
内
部
の
関
係
へ
の
ま
な
ざ
し
は
な
い
と
い
え
る
。

　
中
学
２
年
で
は
、「
文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係
、
例
示
や
描
写
の
効
果
、
登

場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
を
考
え
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」
と
あ

り
、
こ
の
指
導
事
項
の
、
説
明
的
文
章
の
部
分
に
つ
い
て
解
説
で
は
、「
説
明
的

な
文
章
に
お
け
る
「
文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
各
段
落
が

文
章
全
体
の
中
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
と
ら
え
、
叙
述
の
順
序
が
書
き
手
の

考
え
に
ど
の
よ
う
な
説
得
力
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
な
ど
を
考
え
な
が
ら
読
む

こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
学
２
年
で
は
、
段
落
関
係
と
叙
述
の
順

序
と
い
う
、
顕
在
的
な
内
部
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
小
学
校
中
・
高
学
年
で
［
論
理
］
と
い
う
、
文
章
の
潜

在
的
な
相
に
注
目
し
て
い
た
学
習
指
導
要
領
が
、
中
学
１
年
２
年
で
は
、
顕
在

的
な
相
へ
の
注
目
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
中
学
３
年
で
は
、「
文
章
の
論
理
の
展
開
の
仕
方
、
場
面
や
登
場

人
物
の
設
定
の
仕
方
を
と
ら
え
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」
と
な
っ
て

お
り
、
唐
突
に
「
論
理
」
と
い
う
語
句
が
登
場
す
る
。
こ
の
部
分
の
解
説
で
は
、

「
文
章
の
論
述
の
過
程
に
は
、
書
き
手
の
も
の
の
見
方
や
考
え
の
進
め
方
が
表
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
手
の
論
理
の
展
開
に
つ
い
て
の
意
図
を
と
ら
え
る

こ
と
で
、
文
章
の
内
容
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
記
述
か
ら
は
「
論
理
」
が
何
を
指
す
か
明
確
で
は
な
い
が
、「
論
理
」
が

「
書
き
手
の
も
の
の
見
方
や
考
え
の
進
め
方
」
と
い
う
、
文
章
の
潜
在
的
な
相
に

関
連
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
（
こ
こ
で
、
文
面
に
「
論
理
の
展
開
」
と

あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
ほ
し
い
）。

　
で
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
で
は
、「
論
理
」
と
い
う
語
句
は
ど
の

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
話
す
こ
と
聞
く
こ
と
領
域
で
は
、
す
で
に

中
学
２
年
で
「
論
理
的
な
構
成
や
展
開
を
考
え
て
話
す
こ
と
。」「
話
の
論
理
的

な
構
成
や
展
開
な
ど
に
注
意
し
て
聞
き
」
と
し
て
出
て
く
る
。
後
者
の
解
説
で

は
、「「
話
の
論
理
的
な
構
成
や
展
開
な
ど
に
注
意
し
て
聞
」
く
と
は
、
話
の
中

心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実
と
意
見
と
を
そ
れ
ぞ
れ
聞
き
分
け
、
話

の
要
点
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
実
に
基
づ
い
て

い
る
の
か
を
と
ら
え
、
話
全
体
が
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
考
え
て

い
く
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
論
理
」
の
定
義
も
不
明
確
で
は
あ

る
が
、「
事
実
と
意
見
」
に
関
わ
る
こ
と
と
い
う
こ
と
は
見
え
る
。

　
ま
た
書
く
こ
と
で
は
中
学
３
年
で
「
論
理
の
展
開
を
工
夫
し
、
資
料
を
適
切

に
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
を
書
く
こ
と
」
と
あ
り
、
そ
の

解
説
で
「「
論
理
の
展
開
」
と
し
て
は
、
初
め
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
を

裏
付
け
る
事
実
を
示
し
、
自
分
の
意
見
の
正
当
性
、
妥
当
性
を
示
す
書
き
方
、

具
体
的
事
実
か
ら
一
般
化
し
、
自
分
の
意
見
の
正
当
性
、
妥
当
性
へ
と
結
び
付

け
る
書
き
方
な
ど
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
論
理
の
展
開
」

が
文
章
構
成
に
関
わ
る
、
文
章
の
顕
在
的
な
相
を
示
す
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
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い
る
の
に
対
し
、「
論
理
」
が
「
論
理
の
展
開
」
に
潜
む
「
事
実－

意
見
」
の
つ

な
が
り
と
い
う
潜
在
的
な
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
こ
で
、
も
う
一
度
中
学
３
年
の
読
む
こ
と
領
域
の
指
導
事
項
に
戻
る
と
、

指
導
事
項
で
は
「
文
章
の
論
理
の
展
開
の
仕
方
」
と
な
っ
て
お
り
、
解
説
で
も

「
文
章
の
論
述
の
仕
方
」
と
な
っ
て
い
て
、
あ
く
ま
で
も
文
章
の
顕
在
的
な
相
で

あ
る
「
文
章
構
成
」
を
読
む
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
文
章
の

潜
在
的
な
相
と
し
て
の
「
論
理
」
と
の
関
連
も
意
識
は
し
て
い
る
が
、
指
導
事

項
の
中
心
と
は
な
っ
て
い
な
い
（
な
お
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
で
見
る
限
り
、
中

学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
の
「
論
理
」
は
、
本
論
で
言
う
［
論
理
］
と
同
じ

（
因
果
関
係
を
表
す
、
文
章
の
潜
在
的
な
関
係
を
示
す
概
念
）
と
い
え
る
）。

２
．
３
．
高
等
学
校
の
場
合

　
で
は
、
高
等
学
校
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
論
執
筆
時
点
で
は
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
国
語
編
の
解
説
編
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
編
の
み
で
分

析
す
る
こ
と
に
す
る
。

　「
国
語
総
合
」
で
は
、「
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た

り
、
必
要
に
応
じ
て
要
約
や
詳
述
を
し
た
り
す
る
こ
と
。」「
文
章
の
構
成
や
展

開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図

を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
文
章
の
内
容
」

「
書
き
手
の
意
図
」
な
ど
の
「
文
章
内
容
」
へ
の
理
解
を
求
め
つ
つ
、「
論
理
」

と
い
う
語
句
も
、［
論
理
］
概
念
も
登
場
せ
ず
、「
文
章
の
構
成
、
展
開
」
と
い

う
、
文
章
の
顕
在
的
な
相
へ
の
注
目
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
一
方
、「
現
代
文
Ａ
」
で
は
、「
文
章
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考

え
方
を
読
み
取
り
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。」

「
文
章
を
読
ん
で
、
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関

係
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。」「
近
代
以
降
の
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
課
題
を

設
定
し
、
様
々
な
資
料
を
読
ん
で
探
究
し
て
、
言
語
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
る
こ
と
。」
と
な
っ
て
お
り
、「
文
章
内
容
」
の
理
解
に
主
眼
が
完
全
に
置
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
文
章
の
、
潜
在
的
な
相
ど
こ
ろ
か
顕
在
的
な
相
へ
の

注
目
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、「
現
代
文
Ｂ
」
で
は
、「
文
章
を
読
ん
で
、
構
成
、
展
開
、
要
旨

な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
、
そ
の
論
理
性
を
評
価
す
る
こ
と
。」
と
唐
突
に
「
論
理

性
」
と
い
う
語
句
が
表
れ
、
し
か
も
、
そ
の
「
論
理
性
」
を
「
評
価
」
す
る
こ

と
が
指
導
事
項
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、「
構
成
、
展
開
」
な
ど

の
文
章
の
顕
在
的
な
相
と
、「
要
旨
」
と
い
う
「
文
章
内
容
」
に
関
わ
る
事
項
が

現
れ
る
だ
け
で
、「
論
理
性
」
の
中
身
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

　
で
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
で
は
「
論
理
」
は
ど
の
よ
う
に
表

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
国
語
総
合
」
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
は
、

「
話
題
に
つ
い
て
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
根
拠
を
明

確
に
す
る
な
ど
論
理
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。」
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
書
く
こ
と
で
は
「
論
理
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
し
、
論

拠
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
。」
と
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
「
国
語
表
現
」
で
は
、「
主
張
や
感
動
な
ど
が
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
、

論
理
の
構
成
や
描
写
の
仕
方
な
ど
を
工
夫
し
て
書
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
、「
論
理
の
構
成
」「
論
理
の
展
開
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
と
「
現
代
文
Ｂ
」
の
記
述
か
ら
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
で

は
、「
論
理
の
展
開
／
構
成
」
は
文
章
（
談
話
）
の
顕
在
的
な
相
を
示
し
、「
論

理
」
は
潜
在
的
な
相
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
（「
論
理
」
の
潜
在
性

―　　―５２



を
強
調
す
る
た
め
に
「
論
理
性
」
と
記
述
し
た
可
能
性
が
あ
る
）
と
い
え
る
。

２
．
４
．
ま
と
め
と
考
察

　
以
上
、
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
の
、
説
明
文
／
評
論
文
の
、
学
習
指
導

要
領
に
お
け
る
指
導
事
項
を
見
て
き
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
こ
の
表
か
ら
何
が
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
小
～
高
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
確

か
に
、
文
章
内
容
関
連
／
顕
在
的
内
部
の
関
係
関
連
／
潜
在
的
内
部
の
関
係
関

連
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
、
暗
示
的
で
は
あ
る
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
表
の
縦
お
よ
び
横
、
の
整
合
性
の
な
さ
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
縦
が
全
部
そ
ろ
う
訳
で
も
な
く
、
横
が
全
部
そ
ろ
う
訳
で
も

な
い
。
学
年
ご
と
の
進
行
の
様
相
は
、「
発
達
に
応
じ
て
い
る
」
と
は
と
て
も
言

え
な
い
系
統
性
の
な
さ
で
あ
る
。「
論
理
」
に
至
っ
て
は
、
小
学
校
で
そ
の
語
句

が
表
れ
な
い
で
そ
の
内
容
の
学
習
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
学
で
は

３
年
生
で
突
然
し
か
も
定
義
も
な
く
表
れ
、
高
校
で
は
現
代
文
Ｂ
で
唐
突
に
登

場
す
る
。

　
２
０
０
９
年
以
後
、
移
行
措
置
を
含
め
て
漸
次
新
し
い
指
導
要
領
に
基
づ
い

て
教
科
書
が
作
ら
れ
授
業
が
行
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
説
明
文
／
評
論
文
の
、
学

習
指
導
要
領
に
お
け
る
指
導
事
項
の
、
こ
の
、
系
統
性
／
整
合
性
の
な
さ
は
覆

う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
事
実
を
前
に
、
私
は
ど
の
よ
う
に

「
方
法
」
を
考
え
論
じ
、
学
生
に
教
え
て
い
け
ば
い
い
か
、
た
ち
竦
ん
で
し
ま
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
整
合
の
状
況
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

説
明
文
／
評
論
文
の
「
教
育
内
容
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
り
う
る
学
問
は
、

―　　―５３

表
２
　
小
・
中
・
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
に
お
け
る
説
明
文
／
評
論

文
の
指
導
事
項

小
学
１
・
２
年

小
学
３
・
４
年

小
学
５
・
６
年

中
学
１
年

中
学
２
年

中
学
３
年

国
語
総
合

現
代
文
Ａ

現
代
文
Ｂ

文
章
内
容
関
連

大
体

中
心

要
旨

中
心
と
付
加
、
事

実
と
意
見
の
区
別
、

要
旨
、
要
約

内
容
、
要
約
、
詳

述
、
意
図

も
の
の
見
方
、
感

じ
方
、
考
え
方
、

文
化
、
言
語
文
化

要
旨

顕
在
的
関
係
関
連

順
序

段
落
関
係

段
落
関
係

段
落
関
係
、
叙
述

の
順
序

論
理
の
展
開

構
成
、
展
開

構
成
、
展
開

潜
在
的
関
係
関
連

順
序

［
論
理
］
※
１

［
論
理
］
※
１

（［
論
理
］
※
２
）

論
理
性
※
３

※
１
　「
論
理
」
と
い
う
語
句
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
概
念
が
指
導
事

項
の
文
言
お
よ
び
解
説
で
あ
が
っ
て
い
る

※
２
　「
論
理
」
と
い
う
語
句
が
他
の
領
域
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
概
念
の

内
容
が
推
測
で
き
、
か
つ
、
読
む
こ
と
の
領
域
に
一
定
の
影
響
を
与
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

※
３
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
全
体
か
ら
の
推
測
に
よ
る



「
教
育
内
容
」
の
講
義
の
背
後
に
あ
る
学
問
領
域
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
説
明
文
／
評
論
文
の
「
教
育
内
容
」
と
い
う
〈
問
題

領
域
〉

　
小
～
高
の
国
語
科
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
、
説
明
文
／
評
論
文
の
指
導
事

項
を
、
大
き
く
「
文
章
内
容
関
連
」「
顕
在
的
内
部
の
関
係
関
連
」「
潜
在
的
内

部
の
関
係
関
連
」
に
分
け
て
分
析
し
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
整
合
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
現
在
の
国
語
科
教
員
養
成
の

「
教
育
内
容
」
の
講
義
の
背
景
に
あ
る
学
問
領
域
は
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
可

能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
「
文
章
内
容
関
連
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
人
文
科
学
」
的
内
容
で

あ
る
限
り
、「
日
本
文
学
」「
日
本
語
学
」
な
ど
の
学
問
領
域
に
、
そ
の
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
（
そ
の
た
め
に
、
現
代
文
Ａ
が
、「
言
語
文
化
」「
文
化
」
を
頻

発
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
途
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
「
社
会
科
学
」「
自
然
科
学
」
的

内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
学
問
に
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
（
た
だ
し
、「
日

本
文
学
」
や
「
日
本
語
学
」
な
ど
の
学
問
が
、「
社
会
科
学
」
と
し
て
の
性
格
を

帯
び
て
く
れ
ば
可
能
性
は
開
け
る
）。

　
文
章
の
「
顕
在
的
な
内
部
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
学
の
中
の
、
文
章

論
研
究
や
談
話
研
究
、
日
本
文
学
研
究
の
中
の
、
テ
ク
ス
ト
研
究
な
ど
が
そ
の

可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
文
章
論
／
談
話
研
究
／
文
学
に
お

け
る
テ
ク
ス
ト
研
究
が
、
共
通
し
た
地
平
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
ま
だ
確

認
で
き
て
い
な
い
（
た
だ
し
、
泉
子
・
Ｋ
・
メ
イ
ナ
ー
ド
（
２
０
０
８
）、
山
岡

政
紀
（
２
０
０
８
）
な
ど
は
そ
の
可
能
性
を
開
く
研
究
で
あ
る
と
考
え
る
）。

　
し
か
し
、「
潜
在
的
内
部
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
特
に
「
論
理
」
に
つ
い
て
は
、

国
語
科
「
教
育
内
容
」
の
背
景
学
問
領
域
に
は
な
か
な
か
見
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
形
式
論
理
学
や
分
析
哲
学
、
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
、
心
理
学
、
自
然
科

学
、
語
用
論
な
ど
に
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
分

析
哲
学
か
ら
ト
ゥ
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
や
そ
れ
を
簡
便
化
し
た
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
を

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
し
た
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
や
思
考
心
理
学
か
ら
「
比
較
」

「
分
類
」「
推
論
」
な
ど
の
用
語
を
借
り
て
き
た
り
、
宇
佐
美
（
２
０
０
８
）
の

よ
う
に
、
語
用
論
に
基
づ
い
て
「
論
理
」（
宇
佐
美
は
形
式
論
理
学
の
「
論
理
」

と
区
別
す
る
た
め
に
〈
論
理
〉
と
記
し
て
い
る
）
の
教
育
内
容
を
措
定
し
た
り

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
融
合
あ
る
い
は
接
合
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
た
、

井
上
（
２
０
０
７
）
も
あ
る
。
た
だ
ど
の
研
究
も
、
国
語
科
「
教
育
内
容
」
が

伝
統
的
に
頼
っ
て
き
た
背
景
学
問
領
域
の
力
は
借
り
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
、「
文
章
内
容
関
連
」「
顕
在
的
内
部
の
関
係
関
連
」「
潜
在
的
内
部
の

関
係
関
連
」
を
関
連
さ
せ
て
学
問
領
域
か
ら
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
得
た
よ
う
な
研

究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
三
つ
を
関
連
さ
せ
た
学
問

領
域
が
、
現
在
の
日
本
に
あ
る
の
か
ど
う
か
わ
た
し
は
疑
わ
し
い
と
考
え
る
（
海

外
で
は
例
え
ばH

alliday

 
       

の
「
選
択
体
系
機
能
言
語
学
」
は
そ
の
よ
う
な
研
究

の
道
を
開
拓
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
常
に
「
教
育
」
を
考
え
て
い
る
）。

　
難
波
（
２
０
０
８
）
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
「
顕
在
的
内
部
の
関
係
関
連
」

「
潜
在
的
内
部
の
関
係
関
連
」
を
関
連
さ
せ
て
、
説
明
文
／
評
論
文
の
教
育
内
容

を
考
え
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
言
語
学
やH

alliday

 
       
、H

oey

 
   
、

文
章
論
、
認
知
言
語
学
な
ど
研
究
成
果
を
生
か
し
て
、
な
ん
と
か
国
語
科
の
授

業
の
「
教
育
内
容
」
を
、
系
統
的
に
、
し
か
も
、
他
の
学
問
領
域
の
成
果
に
そ

の
妥
当
性
を
担
保
し
な
が
ら
作
ろ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
こ
と
は
、

―　　―５４



私
が
こ
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
を
統
一
的
に
扱
お
う
と
す
る
作
業
を

行
っ
た
の
は
、「
国
語
教
育
の
た
め
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
国
語
教
育
の
教
育
内
容
」
を
作
る
と
い
う
、
社
会
的
な
責
任
の
自
覚

が
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
て
き
た
学
問
を
統
一
的
に
扱
お
う
と
す
る

動
機
は
生
ま
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
機
の
も
と
に
「
国
語
科
教
育
内
容
」
を
作
ろ
う
と
し
た
難
波

（
２
０
０
８
）
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、「
文
章
内
容
関
連
」
と
の
連
関
は
果
た

さ
れ
て
い
な
い
。
国
語
科
の
説
明
文
／
評
論
文
教
材
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

内
容
を
読
め
ば
い
い
の
か
（『
文
章
内
容
』）
に
つ
い
て
の
議
論
、
お
よ
び
、
ど

の
よ
う
に
／
ど
う
読
む
の
が
い
い
か
に
つ
い
て
考
え
る
前
提
と
な
る
、
文
章
の

顕
在
的
／
潜
在
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
と
「
文
章
内
容
」
の
考
察
と
の
関

連
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
表
２
で
示
し
た
、
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と

に
関
わ
る
指
導
事
項
の
系
統
性
／
整
合
性
の
な
さ
は
、
教
育
現
場
の
問
題
で
は

な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
ば
に
か
か
わ
る
全
て
の
学
問
領
域
、
国
語

科
授
業
の
「
教
育
内
容
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
提
供
す
る
可
能
性
が
あ
る
学
問

領
域
の
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と
と
い

う
〈
事
態
〉
に
対
し
て
、
こ
と
ば
に
関
わ
る
学
問
／
国
語
科
「
教
育
内
容
」
に

関
わ
る
学
問
が
、
社
会
的
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ

は
研
究
者
個
人
の
問
題
で
は
な
い
。
学
問
領
域
と
い
う
「
社
会
集
団
」
の
問
題

で
あ
る
）。

　
も
ち
ろ
ん
、
国
語
教
育
学
と
い
う
「
教
育
方
法
」
を
扱
う
学
問
も
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
責
任
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
む
し
ろ
一
番
責
任
を
感

じ
て
い
る
だ
ろ
う
（
私
も
そ
う
で
あ
る
）。
そ
れ
は
、
国
語
教
育
学
を
専
攻
す
る

私
が
、
説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と
と
い
う
〈
事
態
〉
に
、
社
会
的
責
任
を

負
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
教
科
教
育
法
の
授
業
や
、
学
校
現

場
に
お
け
る
発
言
一
つ
一
つ
が
そ
の
責
任
を
遂
行
す
る
場
面
で
あ
る
）。

　
そ
う
い
っ
た
社
会
的
責
任
の
自
覚
化
が
、
国
語
科
授
業
の
「
教
育
内
容
」
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
提
供
す
る
学
問
領
域
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
覚

化
が
当
該
の
学
問
の
再
編
成
・
再
構
成
を
促
す
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。

　
最
後
に
、
本
論
が
開
い
た
〈
問
題
領
域
〉
を
ま
と
め
て
お
く
。

説
明
文
／
評
論
文
を
読
む
こ
と
の
授
業
の
「
教
育
内
容
」
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
統
一
的
／
整
合
的
な
理
論
を
提
供
す
る
学
問
領
域
の
、
日
本
に
お
け

る
不
在

　

（
参
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