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用
教
員
と
い
う
自
己
を
あ
ま
り
に
語
り
過
ぎ
た
が
ゆ
え
に
否
定
的
な
批
評

を
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
啄
木
の
い
た

ら
な
さ
を
非
難
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
が
自
己
の
感
情
や
思
想
を

押
し
出
し
た
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
作
品
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
か

と
い
う
点
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
作
品
研
究
に
お
い
て
は
肝
要
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、『
雲
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
「
こ
れ
は
欝
勃

た
る
革
命
的
精
神
の
ま
だ
渾
沌
と
し
て
青
年
の
胸
に
渦
巻
い
て
る
の
を
書

く
の
だ四

」
と
意
気
込
ん
だ
彼
自
身
の
「
混
沌
」
と
し
た
精
神
の
内
実
を

詳
ら
か
に
し
、
そ
の
精
神
の
発
露
が
作
品
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
が
、『
雲
』
再
評
価
に
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　『
雲
』
に
は
小
説
の
分
裂
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
啄
木
の
自
己
表
象
に
帰
結
す
る
と
稿

者
は
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
啄
木
の
自
己
表
象
の
様
相
や
作
品
へ
の
影

響
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
付
随
す
る
諸
問
題
に
言
及
す
る

と
と
も
に
、
当
時
の
啄
木
に
と
っ
て
小
説
を
書
く
と
は
何
だ
っ
た
か
と
い

う
問
題
に
迫
り
た
い
。

　
　
は
じ
め
に

　
故
郷
で
あ
る
渋
民
村
で
代
用
教
員
を
務
め
た
啄
木
が
十
日
間
ほ
ど
の
上

京
で
漱
石
や
藤
村
ら
か
ら
刺
激
を
受
け
、
執
筆
に
踏
み
切
っ
た
小
説
『
雲

は
天
才
で
あ
る
』（
明
三
九
・
七
稿
、
同
一
一
補
稿

　
以
下
、『
雲
』
と
表

記
）
は
、
代
用
教
員
で
あ
る
自
己
を
描
き
、
自
己
の
体
験
や
思
想
を
前
面

に
押
し
出
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
猪
野
謙
二一

も
『
雲
』
を
「
作
者
の
自

我
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
孤
立
的
に
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
無
批
判

に
、
全
面
肯
定
の
態
度
で
打
ち
出
し
て
い
る
」
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
、

「
こ
の
作
品
の
面
白
さ
も
つ
ま
ら
な
さ
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い

う
気
が
し
ま
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
全
面
肯
定
の
自
己
表
象
を

め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
小

田
切
秀
雄二

が
代
用
教
員
と
し
て
の
自
己
を
語
っ
た
前
半
部
に
対
し
て

「
じ
つ
さ
い
に
身
を
も
つ
て
啄
木
が
試
み
体
験
し
て
き
た
、
そ
の
な
ま
な

ま
し
い
真
実
性
が
作
品
の
生
命
を
救
つ
て
」
い
る
と
肯
定
的
な
評
価
を
下

す
の
に
対
し
、
橋
本
威三

は
そ
の
自
己
表
象
を
「
い
い
気
な
自
己
礼
讃
」

と
酷
評
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
当
時
の
啄
木
自
身
に
と
っ
て
、
小

説
を
書
く
こ
と
と
は
す
な
わ
ち
自
己
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
代

　
　
自
閉
す
る
文
学
表
象

　
　
　
　
　
　
―
『
雲
は
天
才
で
あ
る
』
に
語
ら
れ
る
啄
木
の
自
我
―

林
　
　
　
一
　
晟
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現
は
れ
る
。
涙
は
水
で
は
な
い
、
心
の
幹
を
し
ぼ
つ
た
樹
脂
で
あ

る
、
油
で
あ
る
。
火
が
愈
々
燃
え
拡
が
る
許
り
だ
。

新
田
の
知
識
や
思
想
が
火
の
よ
う
に
生
徒
へ
伝
達
さ
れ
浸
透
し
て
い
く
さ

ま
や
、
そ
れ
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
新
田
と
生
徒
の
強
固
な
連
帯

関
係
を
、
課
外
教
授
の
様
子
を
描
く
こ
と
で
啄
木
は
表
現
し
て
ゆ
く
。
彼

が
明
治
三
九
年
四
月
に
「
渋
民
日
記
」
に
記
し
た
教
育
に
対
す
る
意
気
込

み
を
み
る
と
、
こ
の
場
面
は
そ
の
ま
ま
啄
木
の
理
想
の
教
育
を
具
現
化
し

た
場
面
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
気
込
み
は
以
下
の

も
の
で
あ
っ
た
。

　
　 

し
か
し
、
彼
等
の
前
に
立
つ
た
時
の
自
分
の
心
は
、
怪
し
く
も
抑
へ

が
た
な
き
一
種
の
感
激
に
充
た
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
神
の
如
く
無

垢
な
る
五
十
幾
名
の
少
年
少
女
の
心
は
、
こ
れ
か
ら
全
た
く
我
が
一

上
一
下
す
る
鞭
に
繋
が
れ
る
の
だ
な
と
思
ふ
と
、
自
分
は
さ
な
が
ら

聖
い
も
の
の
前
に
出
た
時
の
敬
虔
な
る
顫
動
を
、
全
身
の
脈
管
に
波

打
た
し
た
。
不
整
頓
な
る
教
員
室
、
塵
埃
に
み
ち
〳
〵
た
る
教
場
、

顔
も
洗
は
ぬ
垢
だ
ら
け
の
生
徒
、
あ
ゝ
こ
れ
ら
も
自
分
の
目
に
は
一

種
よ
ろ
こ
ば
し
き
感
覚
を
与
へ
る
の
だ
。
学
校
は
実
に
平
和
と
喜
悦

と
教
化
の
大
王
城
で
あ
る
。
イ
ヤ
、
是
非
さ
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ五

。

「
全
た
く
我
が
一
上
一
下
す
る
鞭
に
繋
が
れ
」
た
生
徒
た
ち
へ
啄
木
自
身

の
知
識
や
思
想
を
吹
き
込
ん
で
ゆ
く
行
為
は
彼
に
と
っ
て
の
「
平
和
と
喜

悦
と
教
化
の
大
王
城
」
を
築
き
上
げ
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
田
島
校

長
や
古
山
首
座
訓
導
に
「
職
員
室
の
異
分
子
」「
平
和
の
攪
乱
者
と
目
さ

れ
て
」
い
る
新
田
に
と
っ
て
、
課
外
教
授
の
場
は
「
教
化
」
と
い
う
大
義

名
分
の
も
と
に
彼
の
思
想
が
生
徒
た
ち
に
よ
っ
て
肯
定
・
吸
収
さ
れ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
彼
に
と
っ
て
の
「
平
和
」
が
保
障
さ
れ
る
場
で
あ
る

　
　
一
　
個
に
閉
ざ
さ
れ
た
反
逆
―
―
新
田
耕
助
の
物
語

　
課
外
教
授
の
場
面
は
啄
木
の
感
情
が
最
も
露
骨
に
表
出
さ
れ
て
い
る
箇

所
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
、
新
田
は
次
の
よ

う
に
語
る
。

　
　 

初
等
の
英
語
と
外
国
歴
史
の
大
体
と
を
一
時
間
宛
と
は
表
面
だ
け
の

事
、
実
際
は
、
自
分
の
有
つ
て
居
る
一
切
の
智
識
、（
智
識
と
い
つ

て
も
無
論
貧
少
な
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
は
、
然
し
、
自
ら
日
本
一

の
代
用
教
員
を
以
て
任
じ
て
居
る
。）
一
切
の
不
平
、
一
切
の
経

験
、
一
切
の
思
想
、
―
―
つ
ま
り
一
切
の
精
神
が
、
こ
の
二
時
間
の

う
ち
に
、
機
を
覗
ひ
時
を
待
つ
て
、
吾
が
舌
端
よ
り
火
箭
と
な
つ
て

迸
し
る
。
的
な
き
に
箭
を
放
つ
の
で
は
な
い
。
男
と
い
は
ず
女
と
い

は
ず
、
既
に
十
三
、
十
四
、
十
五
、
十
六
、
と
い
ふ
年
齢
の
五
十
幾

人
の
う
ら
若
い
胸
、
そ
れ
が
乃
ち
火
を
待
つ
許
り
に
紅
血
の
油
を
盛

つ
た
青
春
の
火
盞
で
は
な
い
か
。
火
箭
が
飛
ぶ
、
火
が
油
に
移
る
、

嗚
呼
そ
の
ハ
ツ
〳
〵
と
燃
え
初
む
る
人
生
の
烽
火
の
煙
の
香
ひ
！

（
中
略
）
我
々
は
ま
だ
年
が
若
い
。
血
の
な
い
人
間
は
何
処
に
居
る

か
。
…
…
あ
ゝ
、
一
切
の
問
題
が
皆
火
の
種
だ
。
自
分
も
火
だ
。
五

十
幾
つ
の
胸
に
も
火
事
が
始
ま
る
。
四
間
に
五
間
の
教
場
は
宛
然
熱

火
の
洪
水
だ
。
自
分
の
骨
露
は
に
痩
せ
た
拳
が
礑
と
卓
子
を
打
つ
。

と
、
躍
り
上
る
も
の
が
あ
る
、
手
を
振
る
も
の
が
あ
る
、
万
歳
と
叫

ぶ
も
の
が
あ
る
。
完
た
く
一
種
の
暴
動
だ
。
自
分
の
眼
瞼
か
ら
感
激

の
涙
が
一
滴
溢
れ
る
や
最
後
、
其
処
に
も
此
処
に
も
声
を
挙
げ
て
泣

く
者
、
上
気
し
て
顔
が
火
と
燃
え
、
声
も
得
出
さ
で
革
命
の
神
の
石

像
の
様
に
突
立
つ
者
、
さ
な
が
ら
之
れ
一
幅
生
命
反
乱
の
活
画
図
が
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対
す
る
自
己
流
の
教
授
法
の
優
位
性
を
啄
木
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

に
鑑
み
る
と
、
新
田
の
課
外
教
授
の
成
功
は
教
授
細
目
批
判
の
布
石
と
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
新
田
耕
助
作
曲
の
校
歌
採
択
を
め
ぐ
る
田
島
校
長
と

の
論
争
は
そ
の
校
歌
を
生
徒
が
歌
い
出
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
形
式
に

は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
貫
し
て
論
争
の
奥
底
に
あ
る
の
は
新
田
自
身

の
校
長
批
判
で
あ
り
、「
平
和
と
喜
悦
と
教
化
の
大
王
城
」
と
し
て
の
課

外
教
授
を
執
り
行
う
権
利
を
校
長
か
ら
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
へ
の
怨
恨
な
の

で
あ
る
。
新
田
は
課
外
教
授
の
権
利
剥
奪
に
際
し
、
田
島
校
長
を
「
完
全

な
る
『
教
育
』
の
模
型
と
し
て
、
既
に
十
幾
年
の
間
身
を
教
育
勅
語
の
御

前
に
捧
げ
、
口
に
忠
信
孝
悌
の
語
を
繰
返
す
事
正
に
一
千
万
遍
、
其
思
想

や
穏
健
に
し
て
中
正
、
其
風
采
や
質
樸
無
難
に
し
て
具
さ
に
平
凡
の
極
致

に
達
し
、
平
和
を
愛
し
温
順
を
尚
ぶ
の
美
徳
余
つ
て
、
妻
君
の
尻
の
下
に

布
か
る
ゝ
を
も
敢
て
恥
辱
と
せ
ざ
る
程
の
忍
耐
力
あ
り
」
と
批
判
す
る

が
、
こ
の
言
葉
ど
お
り
校
長
は
そ
の
「
完
全
な
る
『
教
育
』
の
模
型
」
の

様
相
を
も
っ
て
新
田
と
の
論
争
に
臨
む
。

　
　 

新
田
さ
ん
、
学
校
に
は
、
畏
く
も
文
部
大
臣
か
ら
の
お
達
し
で
定
め

ら
れ
た
教
授
細
目
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
ぞ
。（
中
略
）
で
、
そ

の
、
正
真
の
教
育
者
と
い
ふ
も
の
は
、
其
完
全
無
欠
な
規
定
の
細
目

を
守
つ
て
、
一
毫
乱
れ
ざ
る
底
に
授
業
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
若
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
小
に
し
て
は
其
教
へ
る
生
徒
の
父

兄
、
ま
た
高
い
月
給
を
支
払
つ
て
く
れ
る
村
役
場
に
も
甚
だ
済
ま
な

い
訳
、
大
に
し
て
は
我
々
が
大
日
本
の
教
育
を
乱
す
と
い
ふ
罪
に
も

坐
す
る
次
第
で
、
完
た
く
此
処
の
所
が
、
我
々
教
育
者
に
と
つ
て
最

も
大
切
な
点
で
あ
ら
う
と
、
私
な
ど
は
既
に
十
年
の
余
も
、
―
―
此

と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
で
「
喜
悦
」
に
満
ち
た
空
間
と
化
す
、
そ
の
よ
う

な
「
大
王
城
」
と
し
て
作
中
に
屹
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
課
外
教
授
の
描
写
は
啄
木
の
教
育
思
想
を
表
出
し
た

産
物
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
感
情
吐
露
は
啄

木
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
接
続
さ
れ
る
と
同
時
に
小
説
と
し
て
の
瑕
疵
と
し
て

受
け
取
ら
れ
る
。
久
保
田
正
文六

は
啄
木
散
文
の
特
徴
と
し
て
「
彼
が
顔

を
出
す
度
合
い
に
応
じ
て
失
敗
」
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
そ
れ
ら
の
失
敗

作
に
は
、
小
説
技
法
上
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
う
か

び
、
そ
れ
は
同
時
に
啄
木
の
生
涯
に
否
む
べ
く
も
な
い
人
間
的
な
ナ
ル
シ

ズ
ム
の
要
素
と
重
な
り
、
結
び
合
い
、
そ
こ
か
ら
文
学
方
法
上
の
弱
さ
が

結
果
す
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
課
外
教
授
を
め
ぐ
る
感
情
の
表
出
は
ま
さ

に
『
雲
』
に
お
け
る
「
文
学
方
法
上
の
弱
さ
」
の
誘
因
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
啄
木
の
自
己
表
象
に
よ
る
文
学
技
法
上
の
失
敗
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
な
ぜ
啄
木
は
こ
の
よ
う
な
失
敗
を
犯
し
て
ま
で
も
課

外
教
授
に
お
け
る
自
己
の
思
想
を
披
歴
し
、
生
徒
と
連
帯
を
結
ぶ
と
い
う

教
育
的
成
功
体
験
を
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
自
己
流
の
教
育
方

法
に
よ
っ
て
生
徒
に
感
動
を
与
え
る
自
身
の
成
功
を
示
す
こ
と
で
、
続
い

て
新
田
が
批
判
の
対
象
と
す
る
教
授
細
目
の
無
意
義
さ
を
強
調
し
よ
う
と

し
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　
啄
木
は
明
治
三
九
年
四
月
二
四
～
二
八
日
付
の
日
記七

に
高
等
科
生
徒

へ
の
課
外
教
授
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
教
授
法
に
つ
い
て

彼
は
「
教
授
上
に
於
て
は
、
先
ず
手
初
め
に
修
身
算
術
作
文
の
三
科
に
自

己
流
の
教
授
法
を
試
み
て
居
る
。
文
部
省
の
規
定
し
た
教
授
細
目
は
「
教

育
の
仮
面
」
に
す
ぎ
ぬ
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
形
骸
化
し
た
教
授
細
目

の
無
意
義
さ
を
「
教
育
の
仮
面
」
と
揶
揄
す
る
と
と
も
に
、
教
授
細
目
に
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る
際
に
当
つ
て
は
、
決
し
て
重
大
な
る
事
で
な
い
。
完
全
無
欠
な
教

育
学
、
そ
れ
か
ら
割
り
出
し
た
完
全
無
欠
の
学
制
、
こ
れ
ら
は
無
論

有
つ
て
差
支
も
な
い
が
、
又
無
く
て
も
別
段
不
自
由
は
感
じ
な
い
も

の
だ
。
真
の
人
と
真
の
精
神
と
あ
れ
ば
、
他
に
何
も
の
が
無
く
て
も

立
派
な
教
育
は
出
来
る
。
若
し
夫
れ
完
全
な
教
育
学
と
学
制
と
が
あ

つ
て
も
、
そ
れ
を
活
用
す
る
「
人
」
が
無
け
れ
ば
、
一
切
の
も
の
が

無
い
よ
り
も
ま
だ
〳
〵
危
険
な
結
果
に
陥
る八

。

啄
木
は
あ
く
ま
で
「
完
全
な
教
育
学
と
学
制
」
を
活
用
す
る
人
間
に
焦
点

を
当
て
て
教
育
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
も
校
歌

論
争
自
体
は
校
長
批
判
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
加
え

て
、
そ
の
よ
う
な
教
授
細
目
に
縛
ら
れ
な
い
新
田
の
自
己
流
の
教
育
方
法

に
よ
っ
て
「
平
和
と
喜
悦
と
教
化
の
大
王
城
」
と
化
す
課
外
教
授
の
様
態

を
示
す
こ
と
で
、
新
田
＝
啄
木
の
教
師
と
し
て
の
資
質
の
高
さ
を
存
分
に

披
瀝
し
て
い
く
こ
と
が
、
課
外
教
授
で
の
成
功
体
験
を
語
っ
た
所
以
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　「
欝
勃
た
る
革
命
的
精
神
の
ま
だ
渾
沌
と
し
て
青
年
の
胸
に
渦
巻
い
て

る
の
を
書
く
」
こ
と
を
『
雲
』
執
筆
の
意
図
と
し
た
啄
木
の
発
言
か
ら
す

る
と
、
こ
う
し
た
校
歌
論
争
で
の
勝
利
は
そ
の
ま
ま
彼
の
「
欝
勃
た
る
革

命
的
精
神
」
の
発
露
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
小
田
切
秀
雄九

は
、
そ
の
革
命
の
相
手
は
「
体
制
が
わ
の

教
育
行
政
体
系
の
最
末
端
の
、
し
か
も
辺
地
に
孤
立
し
た
無
気
力
な
校
長

と
古
手
の
首
座
訓
導
と
の
二
人
だ
け
」
に
過
ぎ
ず
、「『
破
戒
』
に
描
か
れ

て
い
る
て
い
ど
の
教
育
行
政
機
構
の
重
圧
す
ら
視
野
の
そ
と
に
お
か
れ

て
」
い
る
と
と
も
に
、「『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
描
か
れ
た
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ

い
こ
た
ち
の
体
制
よ
り
も
、
も
っ
と
弱
い
敵
を
相
手
に
し
て
の
〝
革
命
〟」

処
へ
来
て
か
ら
は
、
ま
だ
四
年
と
三
ケ
月
に
し
か
成
ら
ぬ
が
、
―
―

努
力
精
励
し
て
居
る
の
で
す
。

教
育
の
最
高
機
関
で
あ
る
文
部
省
を
崇
め
、
そ
の
お
達
し
で
定
め
ら
れ
た

教
授
細
目
を
「
完
全
無
欠
」
と
称
賛
し
、
そ
れ
と
寸
分
違
わ
ぬ
教
育
を
施

す
こ
と
を
教
育
者
の
使
命
と
す
る
田
島
校
長
は
ま
さ
に
新
田
の
い
う
と
こ

ろ
の
「
完
全
な
る
『
教
育
』
の
模
型
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
教
授
細
目
を

拠
り
所
と
し
て
新
田
の
校
歌
採
択
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
。
そ
う
し
た

校
長
の
姿
を
新
田
は
「
平
凡
と
醜
悪
と
を
「
教
育
者
」
と
い
ふ
型
に
入
れ

て
鋳
出
し
た
此
人
相
に
は
、
最
早
他
の
何
等
の
表
情
を
も
容
る
べ
き
空
虚

が
な
い
の
で
あ
る
。
誠
に
完
全
な
「
無
意
義
」
で
あ
る
」
と
峻
拒
し
た
う

え
で
、
校
長
の
論
拠
と
す
る
教
授
細
目
に
「
代
用
教
員
は
教
壇
以
外
に
て

一
切
生
徒
に
教
ふ
べ
か
ら
ず
、
と
い
う
事
か
、
さ
も
な
く
ん
ば
、
学
校
以

外
で
生
徒
を
教
へ
る
事
の
細
目
と
か
い
ふ
も
の
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を

も
っ
て
、
校
長
を
論
理
的
に
言
い
負
か
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
課
外
教
授

を
休
講
に
し
た
田
島
校
長
に
対
す
る
反
逆
精
神
を
原
動
力
と
し
て
校
長
に

勝
利
を
収
め
る
新
田
の
姿
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
い
え

ば
啄
木
が
「
教
育
の
仮
面
」
と
し
て
揶
揄
し
た
教
授
細
目
に
執
着
す
る
校

長
を
論
破
す
る
内
容
か
ら
は
、
教
授
細
目
や
文
部
省
に
対
す
る
批
判
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
無
意
義
な
教
授
細
目
に
執
着
す
る
校
長
の
「
完
全
な

「
無
意
義
」」
さ
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、『
雲
』
の
前
半
を
描

い
た
啄
木
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
啄
木
は
「
林
中
書
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

学
制
の
整
備
と
い
ふ
点
に
於
て
は
、
種
々
非
難
す
べ
き
問
題
も
少
な

か
ら
ず
あ
る
け
れ
ど
も
、
兎
も
角
日
本
は
東
洋
一
で
あ
る
。
然
し
、

学
制
の
完
全
不
完
全
は
、
人
間
を
教
育
す
る
と
い
ふ
大
問
題
を
論
ず
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城
」
と
し
て
の
課
外
教
授
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
そ
の
発
端
と
し
て
い
る
こ

と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
校
歌
論
争
で
の
勝
利
は
あ
く
ま

で
校
長
の
論
破
に
留
ま
り
、
根
本
的
な
解
決
を
み
な
い
ま
ま
完
結
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
新
田
の
反
逆
な
い
し
革
命
は
未
だ
達
成
さ

れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
、「
平
和
と
喜
悦
と
教
化
の
大
王
城
」
を
奪
い

返
す
ま
で
は
完
遂
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
啄
木
は
作

品
の
ど
こ
に
彼
の
革
命
の
結
末
を
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
乞

食
で
あ
る
石
本
俊
吉
を
校
長
が
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
す
る
職
員
室
に

招
き
入
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
雲
』
の
な
か
で
、
職
員
室
に
お
け
る
官
僚
制
的
上
下
関
係
は
席
次
と

い
う
形
で
示
さ
れ
る
。

　
　 

突
当
り
の
並
ん
だ
二
脚
の
、
右
が
校
長
閣
下
の
席
で
、
左
は
検
定
試

験
上
り
の
古
手
の
首
座
訓
導
、
校
長
の
傍
が
自
分
で
、
向
ひ
合
つ
て

の
一
脚
が
女
教
師
の
で
あ
る
。
吾
校
の
職
員
と
云
つ
ぱ
唯
こ
の
四
人

だ
け
、
自
分
が
其
内
最
も
末
席
な
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
よ
し
百
人
の

職
員
が
あ
る
に
し
て
も
代
用
教
員
は
常
に
末
席
を
仰
せ
付
か
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
の
だ
。
御
規
則
と
は
随
分
陳
腐
な
洒
落
で
あ
る
。

『
雲
』
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
、
学
校
で
は
「
席
次
と
い
う
形
で
内
部
の
官

僚
制
的
秩
序
化
が
進一

三

」
ん
で
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
席
次
の

描
写
は
職
員
室
と
い
う
空
間
に
お
い
て
校
長
を
頂
点
と
し
て
据
え
た
際
、

代
用
教
員
が
最
底
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
規
則
に
よ
る
学
校
社
会

の
官
僚
制
化
が
如
実
に
表
現
さ
れ
た
描
写
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
Ｓ
―
―
村
尋
常
高
等
小
学
校
の
職
員
室
と
い
う
空
間
は
、
そ
こ
に
形

成
さ
れ
た
教
員
階
級
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
と
お
し
て
、
そ
の
ト
ッ
プ
に
立

つ
校
長
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
す
る
空
間
と
し
て
作
中
に
定
位
さ
れ
る
の

で
し
か
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
要
因
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ

も
そ
も
『
雲
』
を
媒
介
と
し
た
啄
木
の
批
判
が
校
長
や
首
座
訓
導
と
い
う

限
定
的
な
対
象
に
向
け
て
行
う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ

り
、
教
授
細
目
や
文
部
省
と
い
っ
た
「
教
育
行
政
機
構
」
へ
の
批
判
は
念

頭
に
す
ら
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

『
雲
』
に
お
け
る
啄
木
の
革
命
は
「
個
人
的
反
逆一

〇

」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

り
、
自
己
に
閉
ざ
さ
れ
た
感
情
の
表
出
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
新
田

が
校
長
を
嫌
悪
す
る
理
由
が
「
一
毫
の
微
と
雖
ど
も
自
分
の
気
に
合
ふ
点

が
な
か
つ
た
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
作
中
の
革
命
が
平
凡
を
嫌
う

啄
木
の
個
人
的
要
因
に
帰
結
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
当
時
の
啄
木
が
「
故
郷
の
人
間
は
常
に
予
の
敵
で
あ
る一

一

」
と
い

う
状
態
に
苛
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
あ
く
ま
で
も
自
身
の
生
き

る
環
境
に
お
い
て
敵
と
見
な
す
存
在
に
対
す
る
反
逆
し
か
描
き
え
な
か
っ

た
こ
と
が
、「
す
べ
て
の
も
の
が
皆
小
説
の
材
料
な
や
う
に
見
え一

二

」
た
当

時
の
啄
木
の
個
人
に
閉
ざ
さ
れ
た
文
学
表
象
の
実
態
を
明
ら
か
に
示
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
身
の
教
育
に
対
す
る
自
負
や
周
囲
の

敵
（
と
見
な
す
存
在
）
に
対
す
る
勝
利
を
描
き
出
し
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま

当
時
の
啄
木
自
身
の
感
情
や
思
想
が
文
学
表
象
と
し
て
具
現
化
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
雲
』
の
文
学
表
象
は
自
己

の
問
題
に
始
終
す
る
、
自
己
に
閉
ざ
さ
れ
た
表
象
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。

　
　
二
　
鼓
舞
さ
れ
る
闘
争
す
る
自
己
―
―
石
本
俊
吉
の
物
語

　
田
島
校
長
に
対
す
る
新
田
の
反
逆
は
「
平
和
と
喜
悦
と
教
化
の
大
王
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石
本
俊
吉
は
保
護
者
の
死
や
病
気
の
た
め
に
乞
食
を
し
な
が
ら
東
下
り

を
し
て
天
野
朱
雲
か
ら
託
さ
れ
た
手
紙
を
新
田
耕
助
の
も
と
ま
で
届
け
に

き
た
人
物
、
天
野
朱
雲
は
校
長
と
の
議
論
の
末
に
勤
め
先
の
学
校
か
ら
暇

を
出
さ
れ
て
「
遠
い
処
」
へ
と
旅
立
っ
て
ゆ
く
、
石
本
俊
吉
か
ら
「
豪
い

人
」
と
称
さ
れ
る
人
物
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
登
場
す
る
。
先
の
上
田
博
は
天

野
に
つ
い
て
「「
世
界
滅
尽
の
大
活
劇
」
を
演
じ
る
新
田
と
、「
人
生
の
戦

士
」
朱
雲
と
の
関
係
は
、「
彼
我
二
人
の
間
は
、
真
に
同
心
一
体
、
肝
胆

相
照
す
と
い
ふ
趣
き
の
交
情
」
の
関
係
で
あ
り
、
二
人
の
人
物
形
象
は
同

一
人
物
に
収
斂
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
が
、
む
し
ろ
石
本
俊
吉
こ
そ
が
新
田

（
＝
啄
木
）
と
同
一
人
物
と
し
て
後
半
に
登
場
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
第
一
に
、
石
本
俊
吉
が
「
酷
薄
と
貧
窮
と
恥
辱
と
飢
餓
の
中
に
、
年

少
脆
弱
、
然
も
不
具
の
身
を
以
て
、
健
気
に
も
単
身
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
眠

る
間
も
な
き
不
断
の
苦
闘
を
持
続
し
来
つ
て
、
肉
は
落
ち
骨
は
痩
せ
た
壮

烈
な
る
人
生
の
戦
士
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た

い
。
啄
木
は
明
治
三
九
年
三
月
九
日
の
日
記一

六

で
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　 

た
と
へ
如
何
に
平
和
な
境
遇
に
居
て
も
、
自
分
は
心
の
富
の
た
め
に

不
断
に
戦
ひ
、
苦
し
み
、
泣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
荷
つ
て
居
る
。

さ
う
だ
、
矢
張
り
自
分
の
霊
魂
は
た
ゞ
戦
闘
と
不
幸
の
空
気
の
中
に

の
み
生
活
す
る
事
が
出
来
る
の
だ
。
日
が
東
の
山
に
落
つ
る
事
が
な

つ
て
も
、
一
度
覚
め
た
心
の
初
日
の
眠
る
時
は
無
い
。
あ
ゝ
永
久
の

不
幸
！

　
生
け
る
詩
の
生
活
！

　
絶
痛
な
る
生
命
の
音
楽
を
き
く
思

ひ
が
す
る
。
真
の
幸
福
は
不
幸
な
る
者
に
の
み
与
へ
ら
れ
る
。
イ

ヤ
、
真
の
幸
福
と
は
清
浄
な
る
不
幸
そ
れ
自
身
の
一
異
名
で
あ
る
。

石
本
俊
吉
と
い
う
人
物
は
「
た
ゞ
戦
闘
と
不
幸
の
空
気
の
中
に
の
み
生
活

す
る
事
が
出
来
る
」
啄
木
の
姿
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
存
在
と
し
て
語

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
校
長
や
マ
ダ
ム
馬
鈴
薯
が
拒
絶
す

る
乞
食
の
石
本
俊
吉
を
新
田
が
職
員
室
に
招
き
入
れ
る
行
為
は
、
職
員
室

と
い
う
校
長
の
支
配
空
間
を
侵
害
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
そ
の

石
本
が
「
実
に
優
秀
な
る
異
彩
を
放
つ
所
の
奇
男
子
」
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
田
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
疑
ひ
も
な
く
征

服
者
の
位
置
に
立
つ
て
居
る
」
と
い
う
感
覚
を
新
田
は
抱
く
こ
と
と
な

る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
職
員
室
の
空
間
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
校
長
か
ら
新
田

の
手
に
移
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
Ｓ
―
―
村
尋
常
高
等
小
学

校
と
い
う
「
大
王
城
」
の
奪
還
を
啄
木
は
描
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
米
田
利
昭一

四

は
新
田
が
征
服
者
の
意
識
を
抱
く
の
は
「
自

分
が
劣
悪
な
る
も
の
を
ひ
き
入
れ
、
最
低
の
底
辺
に
立
つ
こ
と
で
、
本
来

自
分
と
同
輩
で
あ
る
筈
の
権
威
者
を
そ
の
劣
悪
な
る
も
の
の
傍
へ
引
き
ず

り
下
ろ
す
か
ら
」
だ
と
指
摘
す
る
が
、
む
し
ろ
石
本
の
優
秀
さ
に
よ
り
新

田
自
身
の
選
択
が
職
員
室
と
い
う
場
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
、
職
員
室
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
こ
と
こ
そ
が
彼
に
征
服
者
と
し
て
の
意
識
を
抱
か
せ

る
要
因
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
所
詮
人
生
の
奮
闘
と
は
、
血
と
涙
と
を

以
て
「
理
想
」
の
光
明
城
を
攻
め
取
ら
む
と
す
る
努
力
の
意
義一

五

」
と
啄

木
が
述
べ
た
よ
う
に
、『
雲
』
に
お
け
る
彼
の
革
命
や
「
人
生
の
奮
闘
」

は
、
石
本
俊
吉
を
招
き
入
れ
る
こ
と
で
「「
理
想
」
の
光
明
城
を
攻
め
取
」

る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
啄
木
の
革
命
が
終
焉
を
迎
え
た
時
、
新
田
耕
助
は
聞
き
手
と

し
て
舞
台
裏
に
下
が
り
、
後
半
は
石
本
俊
吉
と
天
野
朱
雲
の
物
語
へ
と
変

貌
す
る
。
こ
こ
に
小
説
の
分
裂
を
み
る
論
が
数
多
く
存
在
す
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
に
は
後
半
に
お
け
る
石
本
俊
吉

と
天
野
朱
雲
の
人
物
造
形
を
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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少
な
く
と
も
君
だ
け
は
厭
世
的
な
考
へ
を
起
さ
ん
で
呉
れ
給
へ
。
今

ま
で
も
君
と
談
合
つ
た
通
り
、
現
時
の
社
会
で
何
物
か
よ
く
破
壊
の

斧
に
値
せ
ざ
ら
ん
や
だ
。
全
然
破
壊
す
る
外
に
改
良
の
余
地
も
な
い

今
の
社
会
だ
。
建
設
の
大
業
は
後
に
来
る
天
才
に
譲
つ
て
、
我
々
は

先
づ
根
柢
ま
で
破
壊
の
斧
を
下
さ
な
く
て
は
不
可
。
然
し
こ
の
戦
ひ

は
決
し
て
容
易
な
戦
ひ
で
は
な
い
。
容
易
で
な
い
か
ら
一
倍
元
気
が

要
る
。
元
気
を
落
す
な
。（
傍
線
、
稿
者
）

傍
線
箇
所
一
つ
目
は
「
精
神
の
死
ぬ
墓
は
常
に
都
会
だ
。
矢
張
予
は
ま
だ

〳
〵
田
舎
に
居
て
、
大
革
命
の
計
画
を
充
分
に
準
備
す
る
方
が
可
の
だ一

八

」

と
い
う
啄
木
の
決
意
を
支
持
す
る
言
葉
が
け
で
あ
る
し
、
二
箇
所
目
は

「
巧
み
に
世
に
処
す
る
に
は
、
金
が
一
番
必
要
だ
。
予
は
此
点
に
於
て
極

め
て
不
幸
な
境
遇
に
あ
る
。
実
に
予
は
不
幸
だ
。
或
は
こ
の
不
幸
は
自
分

の
一
生
の
間
続
く
か
も
知
れ
な
い一

九

」
と
い
う
啄
木
自
身
の
境
遇
を
示
唆

す
る
言
葉
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
野
の
言
葉
は
啄
木

の
実
生
活
に
大
き
く
関
与
す
る
言
葉
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
天
野
を
媒
介
と
し
て
石
本
へ
投
げ
か
け
ら
れ
た
「
少
な
く

と
も
君
だ
け
は
生
き
て
居
て
、
そ
し
て
最
後
ま
で
、
壮
烈
な
最
後
を
遂
げ

る
ま
で
、
戦
つ
て
呉
れ
給
へ
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
ま
ま
「
戦
闘
と
不
幸

の
空
気
の
中
に
の
み
生
活
」
す
る
啄
木
を
慰
藉
す
る
言
葉
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
後
半
の
石
本
俊
吉
と
天
野
朱
雲
の
物
語
は
戦
闘
と
不

幸
に
苛
ま
れ
る
啄
木
が
そ
の
自
己
像
を
石
本
俊
吉
に
仮
託
し
、
天
野
朱
雲

の
言
葉
を
も
っ
て
不
幸
の
う
ち
に
闘
争
す
る
自
己
を
鼓
舞
す
る
と
い
う
、

自
己
に
閉
ざ
さ
れ
た
自
己
慰
藉
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
啄
木
の
置
か
れ
た
境
遇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
第
二
に
、
石
本
俊
吉
が
「
ナ
ポ
レ

オ
ン
」
と
し
て
作
中
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
「
林

中
書
」
を
み
る
と
「
何
処
か
似
て
居
る
と
か
で
又
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
も
呼
ば

れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に一

七

、
啄
木
に
と
っ
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」

の
表
象
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
を
表
象
す
る
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
点
か
ら
判
断
し
て
も
、
石
本
俊
吉
は
第
二
の
啄
木
と
し
て
作
中

に
描
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
で
は
、
対
す
る
天
野
朱
雲
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、「
戦
闘
と
不
幸
の
空
気
の
中
に
の
み
生
活
」
し
う
る
啄
木
を

激
励
し
、
慰
藉
す
る
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
野
は
旅
立
つ
石
本

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
激
励
の
言
葉
を
贈
っ
て
い
る
。

　
　 

君
も
不
幸
な
男
だ
、
実
に
不
幸
な
男
だ
。
が
然
し
、
余
り
元
気
を
落

す
な
。
人
生
の
不
幸
の
滓
ま
で
飲
み
干
さ
な
く
て
は
真
の
人
間
に
成

れ
る
も
の
ぢ
や
な
い
。
人
生
は
長
い
暗
い
隧
道
だ
、
処
々
に
都
会
と

い
ふ
骸
骨
の
林
が
あ
る
ッ
限
。
そ
れ
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
出
路
を
忘
れ

ち
や
可
け
な
い
ぞ
。
そ
し
て
、
脚
の
下
に
は
ヒ
タ
〳
〵
と
、
永
劫
の

悲
痛
が
流
れ
て
居
る
、
恐
ら
く
人
生
の
始
よ
り
も
以
前
か
ら
流
れ
て

居
る
ん
だ
ナ
。
そ
れ
に
行
先
を
阻
ま
れ
た
か
ら
と
云
つ
て
、
其
儘
帰

つ
て
来
て
は
駄
目
だ
、
暗
い
穴
が
一
層
暗
く
な
る
許
り
だ
。
死
か
然

ら
ず
ん
ば
前
進
、
唯
こ
の
二
つ
の
外
に
路
が
無
い
。
前
進
が
戦
闘

だ
。
戦
ふ
に
は
元
気
が
無
く
ち
や
可
か
ん
。
だ
か
ら
君
は
余
り
元
気

を
落
し
て
は
可
け
な
い
よ
。
少
な
く
と
も
君
だ
け
は
生
き
て
居
て
、

そ
し
て
最
後
ま
で
、
壮
烈
な
最
後
を
遂
げ
る
ま
で
、
戦
つ
て
呉
れ
給

へ
。
血
と
涙
さ
へ
涸
れ
な
け
れ
ば
、
武
器
も
不
要
、
軍
略
も
不
要
、

赤
裸
々
で
堂
々
と
戦
ふ
の
だ
。
こ
の
世
を
厭
に
な
つ
て
は
其
限
だ
、
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時
代
を
繋
げ
る
半
文
化
人
の
暴
威
。
新
時
代
の
暁
光
、（
少
年
の
新

意
気

　
人
格
の
感
化
）
主
人
公
は
予
自
身
。
そ
の
他
数
十
名二

二

。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
こ
の
経
験
を
『
雲
』
と
は
別
に
小
説
化
し
よ
う

と
試
み
て
い
た
よ
う
だ
が
、
彼
を
苦
悩
の
淵
に
陥
れ
た
故
郷
の
人
間
に
よ

る
疎
外
と
そ
れ
へ
の
闘
争
と
い
う
彼
自
身
の
テ
ー
マ
は
、
石
本
俊
吉
と
天

野
朱
雲
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
三
　
一
元
二
面
論
の
表
象
と
し
て
の
『
雲
』

　
啄
木
の
自
己
は
前
半
に
お
い
て
は
新
田
耕
助
、
後
半
に
お
い
て
は
石
本

俊
吉
に
そ
れ
ぞ
れ
仮
託
さ
れ
る
形
で
表
象
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
が
、
両
者
の
人
物
像
は
対
照
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
前
半
の
新
田
耕
助
は
代
用
教
員
と
し
て
の

幸
福
な
自
己
を
、
後
半
の
石
本
俊
吉
は
戦
闘
と
不
幸
の
内
に
闘
争
す
る
自

己
を
啄
木
は
そ
れ
ぞ
れ
表
象
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
自

己
を
語
る
た
め
に
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
分
け
た
こ
と
が
、
前
半
と
後
半

に
分
裂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
要
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
自
己
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
答
え
は
、
啄
木
が
当
時
抱
い
た
一
元
二
面
論
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
啄
木
は
明
治
三
九
年
三
月
二
〇
日
付
の
日
記二

三

で
以
下
の
よ
う
に
自
己

の
思
想
を
説
明
す
る
。

　
　 

余
は
、
社
会
主
義
者
と
な
る
に
は
、
余
り
に
個
人
の
権
威
を
重
じ
て

居
る
。
さ
れ
ば
と
い
つ
て
、
専
制
的
な
利
己
主
義
者
と
な
る
に
は
、

余
り
に
同
情
と
涙
に
富
ん
で
居
る
。
所
詮
余
は
余
一
人
の
特
別
な
る

啄
木
は
渋
民
村
に
帰
郷
し
た
後
の
六
月
に
戦
闘
と
不
幸
の
渦
中
に
い
る
自

己
を
再
認
識
し
て
い
る
。

　
　 
予
は
六
月
の
初
め
十
日
を
異
様
な
る
精
神
興
奮
の
状
態
に
過
し
た
。

社
会
と
習
慣
と
規
則
と
に
対
す
る
一
切
の
不
平
は
危
う
く
爆
発
し
や

う
と
し
た
。
爆
発
せ
ん
と
し
て
未
だ
発
し
え
ざ
る
生
命
の
煙
は
ム
ラ

〳
〵
と
胸
の
中
に
渦
巻
い
て
居
た
。
予
は
此
時
、
三
月
以
後
、
予
自

身
を
中
心
と
し
た
る
こ
の
村
の
種
々
の
騒
擾
を
採
つ
て
、
他
日
一
の

大
小
説
を
物
し
や
う
と
思
ふ
た
。
こ
れ
は
遠
か
ら
ず
必
ず
出
来
る
筈

で
あ
る二

〇

。

こ
う
し
た
「
社
会
と
習
慣
と
規
則
と
に
対
す
る
一
切
の
不
平
」
を
啄
木
が

抱
く
に
い
た
っ
た
の
は
、
彼
に
と
っ
て
「
故
郷
の
人
間
は
常
に
予
の
敵
」

だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。「
予
自
身
を
中
心
と
し
た
る
こ
の
村
の
種
々
の

騒
擾
」
と
は
、
一
つ
に
は
彼
が
渋
民
尋
常
高
等
小
学
校
に
奉
職
す
る
際
に

猛
烈
な
抗
議
を
受
け
た
こ
と
、
ま
た
一
つ
に
は
啄
木
の
父
一
禎
の
宝
徳
寺

住
職
再
任
に
対
す
る
妨
害
を
被
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
役
場
の
助
役
で
あ

る
畠
山
亨
が
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
啄
木
は
こ

う
し
た
事
態
を
「
か
く
て
我
が
一
家
を
―
―
つ
ま
り
予
を
中
心
と
し
た
問

題
が
、
宗
教
、
政
治
、
教
育
の
三
方
面
に
火
の
手
を
あ
げ
て
渋
民
村
を
黒

煙
に
包
ん
で
し
ま
つ
た
。
こ
の
戦
争
は
、
十
九
世
紀
の
初
の
仏
国
王
党
と

革
命
と
の
戦
争
其
儘
で
あ
る二

一

」
と
語
る
。
彼
の
八
月
中
の
日
記
に
記
さ

れ
た
小
説
の
構
想
の
一
つ
に

　
◎ 

本
年
三
月
四
日
、
乃
ち
予
が
帰
任
し
て
か
ら
の
渋
民
村
、（
一
大
社

会
小
説
。）

　
　 

教
育
政
治
宗
教
三
方
面
の
問
題
を
含
み
、
明
治
現
代
の
社
会
の
縮

図
。
過
渡
時
代
。
純
正
な
る
旧
時
代
の
人
間
の
死
。
旧
時
代
と
過
渡
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き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。
先
の
猪
野
謙
二
も
「
小

説
の
前
半
は
そ
う
い
う
形
で
、
革
命
を
信
じ
、
自
分
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
な

ぞ
ら
え
、「
日
本
一
の
代
用
教
員
」
を
も
っ
て
自
認
す
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
作
者
自
身
の
き
わ
め
て
積
極
的
な
自
己
肯
定
、
楽
天
的
な
自
己
主
張

の
態
度
が
貫
か
れ
て
い
る
が
、
後
半
に
な
る
と
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
前
半

の
主
人
公
の
性
格
と
ち
ょ
う
ど
裏
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
、
代
用
教
員
と

し
て
の
当
時
の
啄
木
自
身
の
悲
痛
な
落
魄
の
現
実
が
別
の
男
に
お
い
て
形

象
化
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
り
「
作
者
自
身
の
内
面
の
声
が
、
い
わ
ば

こ
う
い
う
二
つ
の
側
面
に
分
裂
し
、
小
説
自
身
も
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
も
そ
も
新
田
耕
助
と
い
う
幸
福
な
自
己
と
石
本

俊
吉
と
い
う
不
幸
と
闘
争
の
自
己
を
そ
れ
ぞ
れ
描
き
分
け
る
動
機
と
な
っ

た
の
が
啄
木
の
一
元
二
面
論
だ
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
啄

木
の
「
内
面
の
声
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ワ
グ
ネ
ル
の
「
意
志
拡
張

の
愛
」
の
影
響
下
で
生
ま
れ
、
啄
木
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
っ
た
一

元
二
面
論
と
い
う
思
想
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、「
自
己
発
展
」
と
「
自
他
融
合
」
と
い
う
矛
盾
す
る
二
大
思

想
を
ワ
グ
ネ
ル
の
「
意
志
拡
張
の
愛
」
の
も
と
に
統
一
し
え
た
啄
木
か
ら

す
る
と
、
換
言
す
れ
ば
「
意
志
0

0

と
い
ふ
言
葉
の
語
義
を
拡
張
し
て
、
愛

を
、
自
他
融
合
の
意
志
と
解
」
き
、「
こ
の
意
志
に
自
己
発
展
と
自
他
融

合
の
二
面
あ
り
と
解
す
る
」
と
い
う
到
達
点
に
い
た
っ
た
啄
木
か
ら
す
れ

ば二
六

、『
雲
』
は
ワ
グ
ネ
ル
の
「「
意
志
拡
張
の
愛
」
の
世
界
観
」
を
描
こ

う
と
し
た
と
い
う
点
で
一
貫
し
た
小
説
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、『
雲
』
に
分
裂
を
み
る
我
々
は
作
品
の
う
え
に
表
象

さ
れ
た
啄
木
の
一
元
二
面
論
を
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

に
、
啄
木
の
小
説
技
法
上
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
つ
い
に
未
完
の

意
味
に
於
け
る
個
人
主
義
者
で
あ
る
。
然
し
こ
の
二
つ
の
矛
盾
は
只

余
一
人
の
性
情
で
は
な
い
。
一
般
人
類
に
共
通
な
る
永
劫
不
易
の
性

情
で
あ
る
。
自
己
発
展
と
自
他
融
合
と
、
こ
の
二
つ
は
宇
宙
の
二
大

根
本
基
礎
で
あ
る
。

こ
の
「
自
己
発
展
」
と
「
自
他
融
合
」
と
い
う
二
大
思
想
は
そ
の
ま
ま

『
雲
』
の
前
半
と
後
半
に
対
応
し
て
い
る
。
前
半
の
物
語
は
新
田
耕
助
が

実
践
す
る
課
外
教
授
に
お
け
る
理
想
の
教
育
を
展
開
し
、
そ
の
休
講
措
置

を
発
端
と
し
た
校
長
へ
の
革
命
・
勝
利
と
い
う
あ
る
種
の
空
想
的
解
決
を

語
る
こ
と
で
、
発
展
し
た
自
己
像
を
小
説
に
実
現
し
て
い
く
構
図
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
構
図
は
ま
さ
に
啄
木
の
い
う
「
権
威
と
強
者
と
の
道
徳二

四

」

を
小
説
の
う
え
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
そ
の
試
み
と
し
て
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
想
像
を
語
る
彼
の
行
為
は
彼
自
身
を

「
こ
れ
を
書
い
て
居
る
う
ち
に
、
予
の
精
神
は
異
様
に
興
奮
し
て
来
た二

五

」

と
い
う
恍
惚
状
態
に
陥
ら
せ
て
ゆ
き
、
結
局
は
現
実
の
世
界
で
も
啄
木
は

校
長
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
す
こ
と
と
な
る
わ
け
だ
が
、
彼
自
身
の
理
想

像
を
小
説
の
う
え
に
展
開
す
る
こ
と
で
自
己
の
更
な
る
発
展
な
い
し
は
飛

躍
を
志
向
し
て
い
っ
た
啄
木
の
行
為
は
、
小
説
の
う
え
に
「
自
己
発
展
」

を
企
図
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
さ
ら
に
後
半
の
物
語
は
「
酷
薄

と
貧
窮
と
恥
辱
と
飢
餓
の
中
に
、
年
少
脆
弱
、
然
も
不
具
の
身
を
以
て
、

健
気
に
も
単
身
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
眠
る
間
も
な
き
不
断
の
苦
闘
を
持
続
し

来
つ
て
、
肉
は
落
ち
骨
は
痩
せ
た
壮
烈
な
る
人
生
の
戦
士
」
と
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
、
不
遇
な
状
況
下
で
苦
闘
す
る
石
本
俊
吉
に
対
し
て
同
情
と

エ
ー
ル
を
送
る
天
野
朱
雲
の
物
語
で
あ
り
、「
同
情
と
涙
に
富
ん
」
だ
啄

木
の
目
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に

み
て
い
く
と
、『
雲
』
の
分
裂
は
啄
木
自
身
の
一
元
二
面
論
に
よ
っ
て
引
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説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
外
的
要
因
に
よ
り
形
成
さ
れ
た

内
面
の
発
露
に
よ
っ
て
『
雲
』
は
創
作
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、『
雲
』
の
文

学
表
象
は
啄
木
自
身
の
う
ち
に
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
前
半
に
お
い

て
は
彼
の
理
想
の
教
師
と
し
て
の
自
負
や
渋
民
村
の
人
間
へ
の
敵
対
心
に

よ
っ
て
理
想
的
な
教
師
像
や
敵
へ
の
報
復
が
語
ら
れ
、
後
半
に
お
い
て
は

自
身
の
不
幸
へ
の
自
覚
と
闘
争
の
決
意
に
よ
っ
て
不
遇
な
状
況
に
お
い
て

闘
争
す
る
自
己
像
と
そ
れ
へ
の
慰
藉
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
く

ま
で
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
生
じ
る
思
想
や
感
情
を
描
く
こ
と

で
、
発
展
し
た
自
己
像
や
自
己
へ
の
鼓
舞
を
そ
の
文
学
表
象
の
う
え
に
達

成
し
、
啄
木
は
異
様
な
興
奮
状
態
へ
と
陥
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、『
雲
』
の
表
象
は
啄
木
自
身
が
求
め
る
も
の
を
、
描
く
と
い
う
行
為

を
と
お
し
て
追
求
す
る
こ
と
で
自
己
内
解
決
へ
と
向
か
っ
て
い
く
、
い
わ

ば
〈
自
閉
す
る
文
学
表
象
〉
と
し
て
の
様
相
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
啄
木
の
小
説
技
法
上
の
問
題
に
よ
っ
て
分
裂
の
指
摘
や
「
無
邪
気

に
革
命
健
児
ぶ
り
を
発
揮
す
る
い
い
気
な
主
人
公
の
英
雄
気
取
り
が
い
や

に
鼻
に
つ
く二

九

」
と
い
っ
た
所
感
を
抱
か
れ
る
事
態
を
招
く
要
因
と
な
っ

て
し
ま
う
。『
雲
』
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
と
の
連
絡
が
断
た

れ
た
、
論
争
的
な
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

ま
ま
日
の
目
を
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
所
以
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
池
田
功二

七

は
「
理
論
的
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
た
ワ
グ

ネ
ル
的
な
「
愛
」
の
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
人
物
像
を
、
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
な
か
っ
た
の
が
未
完
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
あ
る
」
と
指
摘

す
る
が
、
む
し
ろ
ワ
グ
ネ
ル
の
「
意
志
拡
張
の
愛
」
か
ら
導
き
出
し
た
一

元
二
面
論
を
小
説
に
描
き
出
そ
う
と
自
己
の
感
情
や
思
想
を
前
面
に
押
し

出
し
た
結
果
、
小
説
と
し
て
の
一
貫
性
が
崩
壊
し
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
を

接
続
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
未
完
に
終
わ
っ
た
原
因
だ
と
い
え
よ
う
。

　『
雲
』
は
啄
木
の
自
意
識
の
表
出
、
言
い
換
え
れ
ば
ま
る
でTw
itter

の
「
つ
ぶ
や
き
」
の
よ
う
な
文
学
表
象
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

（
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
、
明
治
か
ら
現
代
に
わ
た
っ
て
自
己
の
感
情

を
公
に
向
け
て
吐
露
す
る
行
為
は
若
者
に
通
底
す
る
文
化
と
し
て
存
続
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
だ
か
ら
こ
そ
読
者
と
の
間
に
隔
絶
が
生

じ
、
そ
の
結
果
小
説
の
分
裂
や
革
命
の
矮
小
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　『
雲
』
は
啄
木
の
抱
い
た
一
元
二
面
論
や
そ
れ
に
付
随
す
る
よ
う
に
生

じ
る
彼
自
身
の
感
情
や
思
想
を
原
動
力
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
小
説
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
感
情
は
代
用
教
員
と
し
て
の
自
己
に
対
す
る
優
越

や
生
活
難
、
遠
藤
校
長
や
故
郷
の
人
間
と
の
確
執
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
生
涯
を
通
じ
て
現
実
の
支
配

に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
現
実
に
対
す
る
比マ

マ

判
精
神
を
い
よ
い
よ
発
展
せ
し

め
て
い
つ
た
、
そ
の
さ
い
し
よ
の
現
れ二

八

」
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
た
小

注一
　
　
猪
野
謙
二
『
明
治
の
作
家
』（
昭
和
四
一
年
、
岩
波
書
店
）

二
　
　
小
田
切
秀
雄
『
日
本
近
代
文
学
研
究
』（
昭
和
二
五
年
、
東
大
協
同
組
合
出
版
部
）

三
　
　 

橋
本
威
「
啄
木
と
自
然
主
義
・
社
会
主
義
」（『
近
代
文
学
試
論
』
第
八
号
、
昭
和

四
五
年
、
広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会
）

四
 

　『
啄
木
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
四
二
年
、
筑
摩
書
房
）、
一
〇
二
頁

五
　
　
同
右
、
九
五
頁
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六
　
　 

久
保
田
正
文
「
啄
木
―
―
二
重
生
活
に
つ
い
て
」（『
文
学
』
第
一
〇
巻
、
昭
和

五
一
年
、
岩
波
書
店
）

七
　
　『
啄
木
全
集
』
第
五
巻
、
九
八
～
九
九
頁

八
　
　『
石
川
啄
木
全
集
』
第
四
巻
（
昭
和
五
五
年
、
筑
摩
書
房
）、
一
〇
五
頁

九
　
　『
石
川
啄
木
全
集
』
第
三
巻
、
解
説
（
昭
和
五
三
年
、
筑
摩
書
房
）

一
〇

　
上
田
博
『
啄
木
小
説
の
世
界
』（
昭
和
五
五
年
、
双
文
社
）

一
一

　『
啄
木
全
集
』
第
五
巻
、
一
〇
〇
頁

一
二

　
同
右
、
一
〇
二
頁

一
三

　 

水
本
徳
明
「
日
本
の
小
学
校
に
お
け
る
場
と
し
て
の
職
員
室
の
形
成
―
明
治
期
学

校
管
理
論
の
分
析
を
通
し
て
―
」（『
日
本
教
育
経
営
学
会
紀
要
』
第
四
七
号
、
平

成
一
七
年
五
月
、
日
本
教
育
経
営
学
会
）

一
四

　 

米
田
利
昭
「『
雲
は
天
才
で
あ
る
』」（『
国
文
学

　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
〇
巻
第
二

号
、
昭
和
六
〇
年
二
月
、
至
文
堂
）

一
五

　『
啄
木
全
集
』
第
五
巻
、
九
六
頁

一
六

　
同
右
、
六
九
～
七
〇
頁

一
七

　『
石
川
啄
木
全
集
』
第
四
巻
、
九
五
頁

一
八

　『
啄
木
全
集
』
第
五
巻
、
一
〇
一
頁

一
九

　
同
右
一
〇
四
頁

二
〇

　
同
右
、
一
〇
〇
頁

二
一

　
同
右
、
一
〇
一
頁

二
二

　
同
右
、
一
一
一
頁

二
三

　
同
右
、
七
九
頁

二
四

　
同
右

二
五

　
同
右
、
一
〇
二
頁

二
六

　
同
右
、
八
一
頁

二
七

　 

池
田
功
「
啄
木
小
説
の
世
界
の
研
究
そ
の
Ⅰ
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要

　
文
学

篇
』
第
二
〇
号
、
昭
和
五
八
年
二
月
、
明
治
大
学
大
学
院
）

二
八

　
窪
川
鶴
次
郎
『
石
川
啄
木
』（
昭
和
三
三
年
、
五
月
書
房
）

二
九

　 

高
阪
薫
『
四
迷
・
啄
木
・
藤
村
の
周
縁
―
―
近
代
文
学
管
見
―
―
』（
平
成
六

年
、
和
泉
書
院
）

 

（
は
や
し

　
い
っ
せ
い

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
）




