
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
「
発
生
的
方
法
」

の
教
授
学
的
意
義

は

じ
め
‘こ

　
授
業
の
基
本
的
問
題
は
、
子
ど
も
と
教
材
と
の
間
に
実
り
を
豊

か
に
結
ぶ
よ
う
な
出
会
い
を
ひ
き
起
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
教
師
が
授
業
を
準
備
し
展
開
す
る
さ
い
の
着
眼
は
、
学
級

の
子
ど
も
た
ち
と
教
材
と
の
二
つ
の
面
に
あ
る
。
一
方
で
は
、
発

達
途
上
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
現
実
に
着
目
し
て
、
教
材
を
想
定

し
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
経
験
を
し
、

ど
ん
な
興
味
を
持
っ
て
い
る
か
、
教
材
に
か
か
わ
る
問
題
に
子
ど

も
た
ち
が
ど
ん
な
考
え
を
出
し
、
ど
ん
な
考
え
を
発
展
さ
せ
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
描
き
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
他
方
で
は
、
一

定
の
教
授
目
標
の
も
と
に
選
択
す
る
教
材
に
着
眼
し
て
、
子
ど
も

た
ち
の
行
動
や
考
え
を
予
想
し
な
が
ら
、
教
材
の
質
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
組
立
て
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

吟
味
さ
れ
、
構
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
両
面
か
ら
の
検
討
を
す
る

さ
い
、
子
ど
も
が
積
極
的
に
教
材
に
取
り
組
み
、
教
材
か
ら
眼
を

開
く
よ
う
な
感
動
を
起
し
て
、
効
果
的
な
学
習
を
す
す
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
谷
　
川
　
栄

が
、
授
業
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
る
意
図
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
意
図
を
実
現
す
る
た
め
に
、
教
師
は
授
業
の
展
開
を

さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
し
、
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め

の
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
試
み
は
、
数
材
を
「
発
生
的
」
（
α
q
豊
⑦
．

涛
9
）
に
考
察
し
組
み
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ロ
ー
ト
（
肉
o
葺
甲
）
に
よ
る
と
、
「
児
童
や
少
年
が
対
象
、
課

題
、
文
化
財
を
そ
れ
が
『
生
成
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
』
で
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
つ
ま
り
そ
れ
が
『
対
象
』
、
『
課
題
』
、
『
文

化
財
』
と
し
て
成
立
し
た
そ
の
『
根
源
的
場
面
』
に
お
い
て
、
そ

れ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
児
童
と
対
象
と
は
相
互
に

結
び
あ
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
す
べ
て
の
方
法
的
問
題
の
秘
密
と

原
理
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
を
再

び
そ
の
生
成
過
程
に
溶
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
に
対
し
て

そ
れ
が
か
つ
て
発
生
し
た
そ
の
根
源
の
人
間
的
場
面
、
し
た
が
っ

て
ま
た
そ
の
活
力
に
満
ち
た
興
味
の
状
態
が
再
び
創
り
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
彼
は
こ
れ
を
「
方
法
的
原
理
と
し
て
の
根

源
的
出
会
い
」
と
名
づ
け
る
。

　
こ
の
原
理
的
考
え
は
、
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ン
一
オ
鍔
彗
1
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8
ぼ
貝
声
）
が
主
張
し
、
実
践
的
に
展
開
し
た
「
範
例
教
授
画

　
　
　
　
　
　
　
刎

学
習
」
に
反
映
さ
れ
る
。
デ
ル
ボ
ラ
フ
θ
①
ま
◎
－
翼
一
』
）
は
、
こ

の
範
例
教
授
一
学
習
を
考
察
し
、
そ
の
構
造
契
機
の
一
つ
を
「
発

　
　
　
　
　
引

生
的
基
礎
構
築
」
と
よ
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
現
代
の
教
授
論
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
の
発
生
的
な
考

察
方
法
は
、
決
し
て
新
し
い
考
え
で
は
な
い
。
教
授
学
の
歴
史
を

さ
か
の
ぼ
る
と
、
「
発
生
的
原
理
し
や
「
発
生
的
方
法
」
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

る
考
え
が
十
九
世
紀
に
現
わ
れ
て
い
る
。
オ
パ
ー
レ
（
O
罵
曽
9

ρ
）
は
、
「
マ
ー
ゲ
ル
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
教
授
に
お
け
る
発
生
的
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

法
に
つ
い
て
と
く
に
功
績
を
残
し
た
」
と
い
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
ヴ
ィ
ル
マ
ン
（
考
昌
昌
p
。
§
b
．
）
が
教
授
学

に
お
い
て
功
績
を
残
し
た
と
い
う
「
発
生
的
方
法
」
を
取
り
あ
げ

て
、
そ
れ
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
彼
は
、
教
授
に
お
け
る
発
生

的
方
法
を
い
ち
じ
る
し
く
重
視
し
、
そ
れ
を
教
授
上
の
原
理
に
ま

で
高
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
η
発
生
的
方
法
は
最
高
の
方

法
で
あ
り
、
し
か
も
学
校
の
日
常
的
営
み
を
こ
え
て
、
青
少
年
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

冶
の
最
高
の
課
題
を
見
つ
め
さ
せ
る
魔
法
の
杖
で
あ
る
L
と
い
う
。

ま
た
「
発
生
的
方
法
は
方
法
学
の
頂
点
で
あ
り
、
そ
の
適
用
は
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

授
の
や
り
甲
斐
の
あ
る
課
題
に
属
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
ヴ
イ
ル
マ
ン
は
発
生
的
方
法
を
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
重
視
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
教
授
に
お
け
る
発
生
的
方
法
の
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
明
か
に
す
る

こ
と
が
、
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
、
第
一
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
諸
著
作
の
検
討
を
通
し

て
、
彼
が
ど
ん
な
問
題
か
ら
発
生
的
方
法
に
着
目
し
、
そ
れ
が
教

授
の
ど
ん
な
面
に
有
効
だ
と
考
え
た
の
か
、
そ
の
概
要
を
明
か
に

す
る
。
第
二
に
、
発
生
的
方
法
が
ど
ん
な
教
材
に
意
義
を
も
ち
、

教
材
の
構
成
に
ど
ん
な
示
唆
を
与
え
る
の
か
、
検
討
す
る
。
第
三

に
、
発
生
的
方
法
が
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
義
を
も
つ
の
か

が
吟
味
さ
れ
る
。
最
後
に
、
授
業
の
具
体
的
展
開
の
上
で
発
生
的

方
法
が
ど
ん
な
面
に
生
か
さ
れ
る
の
か
、
教
授
例
に
そ
く
し
て
明

か
に
す
る
。

二
、
発
生
的
方
法
へ
の
着
目
と
そ
の
展
開

　
発
生
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
生
物
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

も
の
で
、
卵
が
受
精
し
て
成
体
に
達
す
る
ま
で
の
形
態
上
の
変
化

を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
生
物
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
や
文
化
や
精

神
に
関
す
る
事
柄
に
も
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
考
え
る
発
生
も
、
こ
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
用
い

ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
発
端
や
起
源
か
ら
の
成
立
を
対
象
に
し
、

生
成
や
発
展
や
成
就
を
追
求
す
る
ど
ん
な
考
察
も
発
生
的
で
あ
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偲る
。
L
と
い
う
。

　
こ
の
発
生
的
考
察
は
教
授
に
と
っ
て
も
重
要
だ
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン

が
着
目
し
た
の
は
、
い
つ
頃
、
ど
ん
な
人
の
刺
戟
を
う
け
て
な
の

で
あ
ろ
う
か
川
彼
の
諸
著
作
を
検
討
す
る
と
、
一
八
七
三
年
と
七

四
年
の
プ
ラ
ハ
大
学
に
お
け
る
夏
学
期
の
、
一
般
教
育
学
し
の
講

義
草
稿
の
中
に
「
発
生
的
方
法
」
の
論
述
が
見
出
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
彼
が
ウ
ィ
ー
ン
の
。
ベ
ダ
ゴ
ギ
ウ
ム
」
か
ら
プ
ラ
ハ
大

学
へ
移
っ
た
一
＾
七
二
年
前
後
に
、
発
生
的
方
法
が
教
授
に
対
し

て
も
つ
意
義
に
注
目
し
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
八
七
三
年
の
「
一
般
教
育
学
－
若
い
世
代
の
同
化
と
し
て

の
教
育
」
の
講
義
草
稿
で
は
、
教
授
方
法
の
中
心
問
題
は
教
材
の

質
と
学
習
主
体
の
欲
求
と
の
対
応
的
結
び
つ
き
を
は
か
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
解
決
吻
可
能
性
を
示
す
の
は
発
生
的
方
法
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
論
述
で
あ
る
。
「
方

法
の
任
務
は
、
計
画
に
そ
っ
て
教
材
を
構
想
し
、
編
成
し
、
配
列

す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
一
方
で
客
観
的
な
、
教
材
の
性
質
L

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
で
「
主
体
の
性
質
」
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
、
一
方
で
個
別
の
知
識
分
野
の
構

造
と
発
展
が
認
識
さ
れ
、
他
方
で
主
体
の
欲
求
の
認
識
が
増
す
な

ら
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
教
授
方
法
は
申
し
分
な
い
も
の
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
科
学
の
直
線
的
に
示
さ
れ
る
描
写
が
直
ち
に
根
拠

に
さ
れ
る
と
、
教
授
方
法
は
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
質
の
悪
い
も
の

に
な
る
。
L
そ
こ
で
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
「
一
体
正
し
く
認
識
さ
れ

た
科
学
の
構
造
と
発
展
が
同
時
に
主
体
の
欲
求
を
満
た
す
の
か
ど

う
か
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
の
答
は
、
主
と
し
て
マ
ー

ゲ
ル
（
竃
鍔
員
内
一
）
の
教
授
の
発
生
的
方
法
に
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
。
マ
ー
ゲ
ル
で
は
、
教
授
方
法
は
学
習
者
の
眼
前
で
客
体

を
成
長
さ
せ
る
よ
う
に
発
生
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

三
し
れ
は
、
方
法
学
の
領
域
に
お
い
て
最
も
重
要
な
方
法
で
あ

る
。
」
こ
う
し
た
論
述
に
よ
る
と
、
教
材
を
発
生
的
に
考
察
し
組
み

立
て
て
教
授
を
進
め
る
な
ら
ば
、
教
授
は
学
習
者
の
求
め
る
も
の

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
教
授
方
法
は
成
功
す
る
だ
ろ
う
、

と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

マ
i
ゲ
ル
の
教
授
論
叱
み
ら
れ
る
発
生
的
方
法
の
考
え
に
影
響
を

う
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
マ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
親

し
ん
だ
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
「
ペ
ダ
ゴ
ギ
ウ
ム
」
の
教
師
だ
っ
た

一
八
六
八
年
秋
か
ら
一
八
七
二
年
春
の
期
問
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
彼
の
自
伝
的
小
論
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
、
市
民
学
校
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ヘ
移
植
す
る
こ
と
に
協
力
す

る
と
い
う
一
般
的
な
課
題
に
よ
っ
て
、
私
は
そ
れ
の
主
張
者
た
ち
、

と
く
に
『
現
代
人
間
性
研
究
』
の
著
者
で
あ
る
カ
ー
ル
画
マ
ー
ゲ

ル
の
研
究
を
指
示
さ
れ
た
が
、
彼
の
広
い
視
野
を
も
つ
教
育
学
の
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把
握
は
私
に
は
、
多
く
の
点
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
の
り
越
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
L
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
発
生

的
方
法
へ
の
着
目
は
、
先
に
述
べ
た
一
八
七
二
年
前
後
よ
り
は

　
　
　
屯

も
っ
と
二
、
三
年
早
い
年
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
マ
ー
ゲ
ル
の
発
生
的
方
法
の
考
え
に
刺
戟
を
う
け
て
、
ヴ
ィ
ル

マ
ン
は
こ
れ
を
さ
ら
に
吟
味
し
自
ら
の
考
え
と
し
て
堅
固
に
し
よ

う
と
す
る
。
一
八
七
四
年
の
「
教
育
科
学
の
総
括
的
集
成
」
と
い

う
夏
学
期
の
講
義
草
稿
で
は
、
発
生
的
方
法
が
よ
り
詳
細
に
論
じ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
教
授
方
法
の
素
朴
な

考
え
方
は
科
学
の
形
式
が
同
時
に
教
授
の
形
式
に
な
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
科
学
の
形
式
は
そ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
科
学
は
そ
の
生
成
に
お
い
て
こ
そ
教
授
を
進
め
る
た
め
の

指
針
と
な
る
。
「
教
授
は
出
来
上
が
っ
た
科
学
か
ら
で
は
な
く
て
、

生
成
途
上
の
科
学
か
ら
そ
の
形
式
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
授
は
知
識
を
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
の
発
生
の
過
程
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ

の
よ
う
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
強
調
し
、
発
生
的
方
法
を
示
す
考
え
方

の
歴
史
的
推
移
を
素
描
し
、
そ
れ
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
。
こ

の
二
つ
と
は
「
歴
史
発
生
的
方
法
」
七
「
概
念
発
生
的
方
法
」
で

あ
る
。
前
者
は
、
「
諸
科
学
の
歴
史
が
教
授
学
に
は
汲
み
尽
す
こ
と

の
で
き
な
い
泉
で
あ
る
」
と
し
て
、
教
授
内
容
の
順
序
を
そ
の
科

学
の
歴
史
の
う
ち
に
求
め
る
方
法
で
あ
る
。
後
者
は
、
「
科
学
に
お

い
て
基
礎
概
念
か
ら
全
体
が
成
長
し
、
し
た
が
っ
て
ひ
と
つ
の
概

念
が
固
有
の
運
動
を
進
め
な
が
ら
厳
密
な
法
則
性
を
も
っ
て
他
の

概
念
を
生
み
出
す
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
、

数
学
に
お
い
て
加
算
概
念
が
減
算
、
乗
算
な
ど
の
諸
概
念
を
生
み

出
し
、
機
何
に
お
い
て
作
図
を
通
し
て
あ
る
定
理
が
他
の
定
理
を

生
み
出
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
教
授
に
と
っ
て
発
生
的
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

重
要
だ
と
着
目
し
た
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
彼
の
諸

著
作
に
お
い
て
具
体
的
に
論
述
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
八
二
年

に
第
一
巻
、
一
八
八
九
年
に
第
二
巻
が
出
版
さ
れ
た
主
著
「
陶
冶

論
と
し
て
の
教
授
学
」
で
は
、
随
所
で
発
生
的
方
法
の
重
要
性
を

説
き
、
陶
冶
内
容
の
編
成
及
び
教
材
の
構
成
の
面
で
そ
れ
の
必
要

性
を
論
じ
て
い
る
。

　
彼
の
「
教
授
学
」
の
論
述
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、

彼
は
自
ら
着
目
し
た
発
生
的
方
法
を
教
授
方
法
論
に
お
い
て
吟
味

に
値
す
る
中
心
の
問
題
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
現
代
陶
冶
の
性
格
」
と
い
う
所
で
、
η
発
生
的
方
法
の
理
念

は
、
学
習
者
の
精
神
の
前
で
ま
た
そ
の
中
で
歴
史
的
展
開
を
手
が

か
り
に
し
て
認
識
内
容
を
生
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴

史
的
と
ら
え
方
か
ら
生
じ
た
の
だ
が
、
ま
さ
し
く
真
に
現
代
的
な
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方
法
学
の
問
題
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
L
（
ω
』
竃
）
と
述
べ
て

い
る
。

　
第
二
に
、
発
生
的
方
法
が
陶
冶
内
容
編
成
の
一
つ
の
原
理
と
み

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
陶
冶
内
容
の
編
成
に
お
い
て
、
倫

理
的
統
合
の
原
理
、
諸
教
科
の
相
互
関
係
の
原
理
、
順
序
立
て
の

心
理
的
原
理
、
順
序
立
て
の
歴
史
的
原
理
、
そ
し
て
発
達
的
原
理

の
五
つ
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
順
序
立
て
の
歴
史
的

原
理
は
発
生
的
方
法
の
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
歴
史
的
原

理
と
は
、
時
間
的
に
先
行
す
る
も
の
が
教
養
獲
得
の
さ
い
に
も
優

先
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
上
前
の
も
の
が
後
の
も
の

を
解
く
鍵
を
含
む
こ
と
が
最
も
多
い
し
、
ひ
と
つ
の
対
象
の
発
展

の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
最
も
簡
単
に
そ
の
対
象
の
理
解
へ
向
け
さ

せ
る
。
」
（
ω
。
お
紅
）
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト

（
饒
①
ま
零
戸
－
『
）
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
　
（
内
◎
竃
蟹
易
O
ダ
向
、
）
、

チ
ラ
ー
（
N
自
員
H
）
の
陶
冶
内
容
の
順
序
性
の
検
討
を
し
、
ヴ
ィ

ル
マ
ン
は
彼
な
り
の
陶
冶
内
容
の
順
序
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
考

え
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
史
段
階
説
」
で
あ
り
、
ま
た
「
個
体
発

生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
生
物
学
上
の
考
え
方
の
具

体
化
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
な
発
生
的
方
法
の
二
区
分
の
内

容
の
一
つ
「
歴
史
的
発
生
的
方
法
」
は
、
こ
の
「
順
序
立
て
の
歴

史
的
原
理
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
は
、
発
生
的
方
法
は
「
教
授
進
行
し
一
に
耳
σ
q
彗
ぴ
Q
）
の
中
心

原
理
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
ω
．
畠
⑩
－
紅
ミ
）
こ
れ

は
「
有
機
的
一
発
生
的
教
授
進
行
」
（
○
お
§
床
O
甲
ぴ
q
9
＆
ω
9
艘

に
写
⑰
Q
警
ぴ
Q
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
基
本
的
考
え
方
は
、
教
材

を
「
有
機
的
統
一
と
発
生
的
順
序
し
に
構
成
し
て
教
授
を
展
開
す

る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
教
授
対
象
の
独
自
な
構
造
」
を
「
有

機
的
し
な
も
の
と
み
な
す
考
え
方
が
基
底
に
あ
る
。
こ
の
有
機
的

な
考
え
方
か
ら
、
発
生
的
な
教
材
の
順
序
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
「
有
機
体
は
あ
ら
か
じ
め
賦
与
さ
れ
て
い
る
潜
在
的
能
カ

（
勺
◎
訂
竃
）
の
展
開
を
通
じ
て
生
成
す
る
が
、
こ
れ
を
追
求
す
る

考
察
が
発
生
的
だ
と
い
わ
れ
る
し
（
ω
．
畠
。
。
）
か
ら
で
あ
る
。
有
機

的
㊥
発
生
的
な
教
材
の
取
り
扱
い
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
「
基
礎
的

諸
学
科
」
と
み
な
す
言
語
、
数
学
、
哲
学
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ

ら
れ
る
。
（
ω
．
畠
①
1
仁
s
一
先
に
述
べ
た
「
概
念
発
生
的
方
法
し

と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
有
機
的
曲
発
生
的
教
授
進
行
に
具
体
化

さ
れ
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
学
」
に
お
い
て
こ
の

よ
う
に
発
生
的
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
の
後
も
発
生
的
方

法
を
大
切
な
原
理
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
基
礎
づ
け
よ
う

と
す
る
。
こ
の
基
礎
づ
け
は
、
二
つ
の
方
向
に
み
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
発
生
的
方
法
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
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一
四
年
に
彼
は
「
形
而
上
学
へ
の
歴
史
的
入
門
」
を
刊
行
し
、
そ

の
中
で
「
発
生
的
諸
原
理
し
を
主
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲

学
に
依
拠
し
な
が
ら
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
を
は
か
っ
て
い
る
。
も

う
一
つ
は
、
発
生
的
方
法
を
教
授
の
実
践
の
方
向
へ
具
体
的
に
基

礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
〇
一
年
の
㍗
発

生
的
方
法
」
と
い
う
論
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般
向
け
に
わ

か
り
や
す
く
し
て
、
歴
史
、
言
語
、
数
学
の
発
生
的
な
扱
い
方
を

例
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
教
授
に
お
け
る
発
生
的
方
法

に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
着
目
し
、
教
授
学
に
お
い
て
ど
ん
な
面
で

そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
素
描
し
て

き
た
。
そ
こ
か
ら
明
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
次
の
点
で
あ
る
。

　
H
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
発
生
的
方
法
に
つ
い
て
マ
ー
ゲ
ル
の
教
授

理
論
か
ら
示
唆
を
う
け
、
そ
れ
を
自
ら
の
教
授
理
論
に
取
り
こ
ん

だ
こ
と
。

　
o
、
発
生
的
方
法
は
教
授
に
お
い
て
教
材
と
子
ど
も
と
の
対
応

的
な
結
合
の
可
能
性
を
も
つ
、
と
彼
が
認
識
し
た
こ
と
。

　
目
、
発
生
的
方
法
は
、
陶
冶
内
容
の
配
列
の
原
理
の
一
つ
と
み

な
さ
れ
る
と
共
に
、
教
授
進
行
の
中
心
的
原
理
と
し
て
扱
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
。

　
㈲
、
発
生
的
方
法
は
教
材
の
有
機
的
見
方
と
結
び
つ
き
、
そ
れ

を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

三
、
教
材
の
有
機
的
見
方

　
本
稿
は
、
教
授
に
お
け
る
発
生
的
方
法
の
意
義
を
ヴ
ィ
ル
マ
ン

の
教
授
学
的
著
作
の
検
討
を
通
し
て
明
か
に
す
る
こ
と
を
狙
い
と

す
る
。
初
め
の
問
題
設
定
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
狙
い
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
一
つ
は
発
生
的
方
法
の
教
授
学
的
意
義
を
教
師
の

構
成
す
る
教
材
の
内
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
は
、

学
習
主
体
で
あ
る
子
ど
も
に
眼
を
向
け
て
そ
れ
は
求
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
前
者
の
教
材
に
対
す
る
発
生
的

方
法
の
意
義
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
、
学

習
主
体
の
子
ど
も
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
重
み
を
置
い
て
教
材
の
質

を
考
察
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
前
に
述
べ
た
よ
テ
に
、
教
材
の
発
生
的
扱
い
に
は
ヴ
ィ
ル
マ
ン

の
独
自
な
教
材
の
有
機
的
見
方
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
教
材
の
有
機
的
見
方
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は

教
材
の
構
成
に
と
ん
な
意
味
を
示
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。

　
教
材
の
基
本
的
性
格
は
何
で
あ
る
の
か
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
そ

れ
を
生
き
も
の
と
同
じ
だ
と
み
る
。
彼
に
よ
る
と
、
教
材
は
家
を
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建
て
る
た
め
の
「
建
築
材
料
」
や
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
「
食

糧
」
の
よ
う
に
、
人
問
の
精
神
的
能
力
を
形
成
す
る
た
め
の
手
段

と
把
握
す
る
の
は
十
分
で
な
い
、
と
い
う
。
（
ω
。
ω
農
）
教
材
は
単

な
る
能
力
形
成
の
手
段
と
み
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
固
有
の

価
値
と
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

教
授
で
は
「
教
授
対
象
に
固
有
な
構
造
」
一
ω
。
畠
◎
）
に
考
慮
を
は

ら
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
構
造
は
、
彼
に
よ
る

と
、
有
機
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
教
材
が
人

間
の
精
神
の
自
然
に
対
応
し
て
、
目
的
に
規
定
さ
れ
た
展
開
及
び

全
体
と
部
分
と
の
相
互
関
係
を
通
じ
て
、
生
命
存
在
に
似
た
も
の

を
形
成
す
る
こ
と
」
（
ω
・
S
◎
）
を
配
慮
す
る
考
え
が
導
き
出
さ
れ

る
。　

こ
の
考
え
方
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
世
界
を
有
機
的
に
み
る
見
方

に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
精
神
的
な
も
の
を

有
機
的
な
も
の
と
比
較
し
う
る
と
解
釈
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

れ
と
内
面
的
に
類
似
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
よ
う
な
世
界
観
の
み

が
、
ひ
と
つ
の
足
場
を
提
供
す
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
基
礎
づ
け
た
も
の
で
、
そ
の
更
新
者
で
あ
る
ト
レ
ン

デ
レ
ン
ブ
ル
ヒ
が
有
機
的
世
界
観
と
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
発
展
は
全
体
か
ら
、
つ
ま
り
種
子
や
芽
か

ら
始
ま
っ
て
、
『
そ
の
全
体
の
力
が
支
配
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
部
分
は
全
体
に
役
立
ち
、
全
体
が
反
映
さ
れ
る
肢
節
に

な
る
。
』
と
こ
ろ
が
精
神
的
創
造
で
は
、
そ
の
全
体
は
概
念
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
…
…
関
連
の
相
互
作
用
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
、
『
多
様

な
認
識
に
お
い
て
概
念
の
も
つ
法
則
の
力
を
発
揮
す
る
』
の
で
あ

る
。
L
（
ω
．
畠
O
）

　
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
内
容
に
は
、
自
然
的
な
も
の
、

社
会
的
な
も
の
、
精
神
的
な
い
し
文
化
的
な
も
の
が
あ
る
。
自
然

的
な
内
容
で
は
、
動
植
物
の
よ
う
な
生
物
は
言
う
ま
で
も
な
く
有

機
体
で
あ
る
。
こ
れ
が
有
機
的
見
方
の
基
礎
で
あ
る
。
ま
た
生
物

の
固
体
を
を
こ
え
て
生
命
共
同
体
を
形
成
す
る
自
然
的
な
生
活
統

一
圏
も
有
機
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
次
に
杜
会
的
内
容
で
は
、

家
族
と
種
族
、
共
同
生
活
体
と
公
共
団
体
、
民
族
と
国
家
、
人
類

と
教
会
は
「
人
間
生
活
を
有
機
的
に
総
括
し
、
歴
史
的
生
活
へ
高

め
る
諸
集
団
」
（
ω
・
亀
H
）
で
あ
っ
て
、
「
社
会
有
機
体
」
と
み
な

さ
れ
る
。
さ
ら
に
精
神
的
な
い
し
文
化
的
内
容
で
は
、
作
品
が
有

機
的
自
然
存
在
と
最
も
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
芸
術
し
、
内
面

的
思
想
を
表
現
す
る
手
段
の
体
系
と
し
て
の
「
言
呈
岬
」
、
量
や
数
や

空
問
の
性
質
を
問
題
と
す
る
「
数
学
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
も
有
機
体
と
み
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
自
然
的
な
生
物
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
諸
集
団

も
精
神
的
、
文
化
的
な
内
容
も
有
機
体
に
類
似
し
て
い
る
、
と
ヴ
ィ
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○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ロ
ジ
ー

ル
マ
ン
は
み
な
す
。
こ
う
し
た
生
物
学
的
類
推
を
な
ぜ
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
有
機
体
は
、
生
の
目
的
原
理
の
も
と
に
統
一
的
全
体

を
形
成
し
、
そ
の
形
態
や
機
能
の
面
で
諸
部
分
を
分
化
さ
せ
る
が
、

全
体
と
部
分
と
の
間
に
緊
密
な
相
互
関
連
を
な
し
て
生
を
営
ん
で

い
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
有
機
体
を
全
体
と
し
て
統
一
す
る
生
の

目
的
原
理
に
注
目
し
、
こ
れ
を
生
の
、
有
機
的
力
し
あ
る
い
は
「
形

成
的
原
理
の
力
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
が
社
会
集
団
に
も
精
神
的
、
文

化
的
な
内
容
に
も
働
い
て
い
る
、
と
み
る
。
社
会
集
団
に
は
、
善

き
も
の
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
財
」
が
働
い
て
、
こ
れ
が
成
員
を

結
び
つ
け
、
集
団
と
し
て
の
統
一
を
生
み
出
す
。
芸
術
作
品
に
も
、

そ
れ
を
創
造
す
る
根
本
思
想
な
い
し
根
本
情
調
が
働
い
て
、
こ
れ

が
表
現
の
諸
手
段
を
統
一
さ
せ
る
。
言
語
で
も
、
芸
術
作
品
の
根

本
思
想
に
比
較
さ
れ
る
言
語
的
精
神
が
働
き
、
こ
れ
が
言
語
的
規

則
一
発
音
規
則
、
文
体
法
則
な
ど
）
を
発
展
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
彼
は
社
会
集
団
や
精
神
的
、
文
化
的
な
内
容
に
も
目
的
原
理

と
し
て
の
根
本
思
想
や
精
神
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
が
そ
の
全
体

を
支
配
し
、
部
分
に
反
映
し
、
相
互
関
連
を
な
し
て
発
展
す
る
と

考
え
て
い
る
。

　
こ
の
考
え
か
ら
、
教
材
も
有
機
的
な
も
の
と
類
推
さ
れ
る
。
「
教

え
る
内
容
は
ひ
と
つ
の
生
命
、
ひ
と
つ
の
有
機
体
と
し
て
、
頭
と

四
肢
、
肉
体
と
魂
を
も
つ
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

一
ω
。
S
◎
一
こ
の
こ
と
は
、
教
材
の
構
成
に
対
し
て
何
を
指
示
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
教
材
と
し
て
の
統
一
的
ま
と
ま
り
と

そ
の
諸
要
素
の
内
面
的
関
連
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
列

挙
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
H
、
教
材
に
は
そ
の
内
容
を
生
み
出
し
た
形
成
的
な
目
的
原
理

が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
統
一
的
ま
と
ま
り
を
は
か
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。

　
目
　
教
材
は
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
が
、
そ
の

内
部
で
は
全
体
と
部
分
と
の
相
互
関
連
を
は
か
る
構
造
的
組
み
立

て
が
必
要
で
あ
る
。

　
日
、
総
括
し
て
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
、
教
材
を
生
命
存
在
に
比

せ
ら
れ
る
よ
う
な
生
動
化
な
い
し
活
性
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ

る
。
教
材
を
死
ん
だ
も
の
、
機
械
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
生
き

た
も
の
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
教
材
を
こ
の
よ
う
な
質
を
も
っ
た
も
の
に
構
成
す
る
こ
と
が
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
意
図
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

た
め
に
、
発
生
的
考
察
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
発
生
的
方
法
と
教
材

教
材
を
有
機
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
基
本
的
考
え
方
か
ら
、
必
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然
的
に
発
生
的
方
法
の
考
え
が
発
想
さ
れ
る
。
す
で
に
考
察
し
た

よ
う
に
、
教
材
を
有
機
的
な
も
の
と
み
て
、
そ
の
よ
う
に
構
成
す

る
こ
と
は
、
η
当
該
の
科
学
や
芸
術
を
創
造
せ
し
め
、
そ
の
発
展
を

導
く
形
成
原
理
の
力
L
（
ω
。
畠
H
一
を
教
材
の
組
み
立
て
の
中
に
示

す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
形
成
的
原

理
の
力
し
が
発
現
す
る
様
相
で
あ
る
成
長
、
生
成
、
発
展
の
姿
を

見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
材
を
配
列
し
組
織
す
る
こ
と

で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
教
材
を
「
有
機
的
統
一

と
発
生
的
順
序
」
の
も
と
に
組
織
し
分
節
す
る
こ
と
に
対
し
、
「
有

機
的
一
発
生
的
教
授
進
行
」
と
い
う
名
称
を
与
え
る
。

　
教
授
進
行
と
い
う
概
念
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
「
ま

と
ま
り
の
あ
る
指
導
を
意
味
し
、
そ
の
教
授
目
標
を
歩
み
の
順
序

の
確
認
を
通
し
て
達
成
し
よ
う
と
意
図
す
る
こ
と
が
指
導
の
特
徴

と
考
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
単
元

の
テ
ー
マ
の
統
一
的
ま
と
ま
り
の
も
と
に
そ
の
教
授
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
、
教
材
の
展
開
の
順
序
と
そ
れ
に
取
り
組
む
子
ど
も

の
活
動
の
歩
み
が
、
そ
こ
で
意
味
さ
れ
る
。
こ
の
単
元
の
展
開
を

構
想
す
る
さ
い
、
伝
統
的
に
は
子
ど
も
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る

教
材
の
本
質
的
内
容
の
有
効
な
配
列
や
組
織
に
つ
い
て
の
熟
慮
が

中
心
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
授
進
行
も
、
教
材

の
配
列
が
中
心
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
有
機
的
統
一
と
発

生
的
順
序
を
も
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
「
有
機
的
一
発
生
的
教
授

進
行
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
発
生
的
教
授
進
行

に
眼
を
向
け
て
、
そ
れ
と
教
材
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
発
生
的
考
察
は
、
ど
ん
な
教
材
に
適
切
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
答
は
次
の
言
明
に
見
出
さ

れ
る
。
「
い
つ
も
潜
在
的
な
力
一
勺
○
訂
竃
）
が
形
を
と
り
な
が
ら
発

現
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
た
成
長
が
対
象
の
完
成
し
た
存
在
と
し

て
の
結
果
に
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
有
機
的
画
発
生
的
考
察
が

適
切
で
あ
る
。
こ
の
種
の
材
料
は
知
識
と
能
力
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
他
の
種
類
の
素
材
、
つ
ま

り
経
験
的
な
多
く
の
も
の
や
技
術
的
な
諸
要
素
と
緊
密
に
結
び

合
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
構
成
の
課
題
は
、
諸
教
科
の
有
機
的
一

発
生
的
諸
要
因
を
引
き
出
し
、
何
よ
り
も
先
ず
そ
れ
ら
を
有
効
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
ω
．
塞
ω
）
こ
の
言
明
か
ら
明
か
に
な
る
こ

と
は
、
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
教
材
に
お
い
て
有
機
体
や
そ
れ
に

類
似
す
る
も
の
と
し
て
の
発
生
、
成
長
、
生
成
、
発
展
が
み
ら
れ

る
内
容
の
と
き
に
、
発
生
的
考
察
が
適
切
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
教
材
が
発
生
的
考

察
を
採
、
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
η
発
生
的
方

法
は
、
こ
れ
を
必
要
と
し
な
い
教
材
に
強
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
L
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と
彼
は
い
う
。
認
識
な
い
し
習
得
の
三
つ
の
契
機
、
つ
ま
り
経
験

的
契
機
、
合
理
的
契
機
、
技
術
的
契
機
と
い
う
彼
の
基
本
的
考
え

か
ら
み
れ
ば
、
経
験
的
及
び
技
術
的
契
機
と
か
か
わ
る
も
の
は
「
他

の
種
類
の
素
材
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
発
生
的
考
察
は
合
理
的

契
機
に
か
か
わ
る
素
材
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
「
理
解
」
を
め
ざ
す
素
材
の
考
察
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
第
三
は
、
発
生
的
考
察
は
教
材
構
成
の
要
求
で
あ
り
、
課
題

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
素
材
を
そ
の
ま
ま
教
材
と
し
て
持

ち
こ
む
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
素
材
に
見
出
さ
れ
る

発
生
的
要
因
を
引
き
出
し
て
、
素
材
を
教
材
に
構
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
発
生
的
考
察
方
法
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
と
す
る
教
材
に
つ
い

て
、
よ
り
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
自
然
的
内
容
で
は
、
主
に

生
物
の
発
生
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、

生
物
の
「
成
長
す
る
生
命
の
観
察
」
が
基
本
と
な
る
。
し
か
し
、

自
然
の
法
則
や
原
理
の
成
立
へ
の
問
い
は
、
発
生
的
方
法
か
ら
当

然
取
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
有
機
的
見
方
の
た
め
か
ほ

と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

　
杜
会
的
内
容
で
は
、
歴
史
が
発
生
的
方
法
と
深
く
か
か
わ
る
。

「
歴
史
は
、
社
会
有
機
体
の
発
生
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
」
（
ω
．
濤
㎝
）
し
か
し
、
歴
史
的
考
察
が
す
べ
て
発
生
的

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
に
歴
史
的
出
来
事
の
継
起
を
描
き
出

す
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
発
生
的
意
味
を
も
た
な
い
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン

に
よ
る
と
、
「
歴
史
的
描
写
が
歴
史
的
変
化
の
最
終
点
や
結
果
を
目

標
に
す
る
と
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
発
生
的
と
な
る
」
と
い
う
。

換
言
す
れ
ば
、
一
定
の
時
代
な
い
し
現
代
の
杜
会
的
状
況
や
出
来

事
を
出
発
点
に
し
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
か
と
問
う

こ
と
か
ら
教
授
が
進
め
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
は
発
生
的
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
彼
は
「
祖
国
の
歴
史
で
は
、
発
生

的
契
機
が
も
っ
と
明
確
に
現
わ
れ
る
。
祖
国
の
歴
史
は
漸
次
的
成

長
が
眼
に
見
え
る
よ
う
に
構
想
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
」
一
ω
。
畠
㎝
）

と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
と
く
に
地
方
史
、
歴
史
的
郷
土
科
は
発
生
的

考
察
を
必
要
と
す
る
。
」
地
域
の
現
状
を
足
場
に
し
て
、
そ
の
問
題

把
握
か
ら
そ
の
起
源
に
眼
を
向
け
て
、
起
源
か
ら
発
展
す
る
姿
を

追
求
す
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
る
。

　
精
神
的
内
容
で
は
、
発
生
的
考
察
の
可
能
性
を
示
す
の
は
ま
ず

言
語
で
あ
る
。
語
彙
、
語
形
、
語
義
は
そ
の
起
源
か
ら
生
成
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
国
民
学

校
教
師
に
言
語
の
発
生
的
理
解
を
次
の
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
。
η
国
民
学
校
の
教
師
は
、
言
語
教
授
に
お
い
て
ま

ず
生
徒
た
ち
に
立
派
に
読
む
こ
と
及
び
正
確
に
書
く
こ
と
を
教
え

る
と
い
う
、
全
く
実
際
的
で
平
凡
な
課
題
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
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も
そ
の
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
教
師
は
自
ら
の
業
績
が
最
も
明
白

な
成
果
と
し
て
人
々
か
ら
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
言
語
の
使
い
方
に
導
入
す
る
た
め
に

は
、
教
師
は
自
ら
言
語
手
段
に
対
す
る
さ
ら
に
進
ん
だ
見
識
を
必

要
と
す
る
。
こ
の
見
識
を
教
師
が
確
保
す
る
の
は
、
言
語
の
発
生

　
　
　
　
　
刎

的
理
解
で
あ
る
。
L
語
根
や
語
幹
、
そ
の
派
生
や
分
枝
の
探
究
、
語

源
的
意
味
の
解
明
、
語
形
の
成
立
の
追
求
な
ど
は
、
子
ど
も
の
言

語
に
対
す
る
発
生
的
興
味
を
育
て
、
言
語
に
対
す
る
関
心
や
理
解

を
高
め
る
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

　
文
学
や
芸
術
の
面
で
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
「
精
神
的
作
品
の
成

立
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
最
も
陶
冶
的
な
課
題
を
果
た
す
た
め
に

必
要
で
あ
る
」
（
ω
．
畠
①
）
と
強
調
す
る
。

　
数
学
に
お
い
て
も
、
発
生
的
追
求
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
で
あ

る
。
「
教
学
で
は
、
生
徒
た
ち
は
信
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
洞
察
す

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
達
す
る
に
は
、
物
事
の
発

展
を
通
し
て
で
あ
る
。
」
幾
何
学
に
お
け
る
定
理
の
発
生
的
追
求
は

そ
の
例
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
各
内
容
領
域
に
お
い
て
発
生

的
考
察
の
可
能
性
を
豊
か
に
指
摘
し
て
い
る
。

五
、
発
生
的
方
法
と
子
ど
も

　
こ
れ
ま
で
発
生
的
方
法
を
教
材
の
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
が
、

子
ど
も
の
面
か
ら
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
発

生
的
方
法
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
、
大
別
し
て
二
つ
指
摘
で
き
る
。

　
第
一
は
、
発
生
的
方
法
が
子
ど
も
の
自
然
な
問
い
に
基
礎
づ
け

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
自
然
な
問
い
に
は
物
事
の
発
生

に
向
け
ら
れ
る
も
の
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
教
授
は
自
然

に
発
生
的
方
法
を
と
る
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
子
ど
も
の
問
い
に
対
す
る
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ

の
日
常
生
活
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
然
な
姿
の
観
察
に
基
づ
い
て

い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
子
ど
も
の
問
い
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
立
て
続
け
に
幼
い
子
の
口
か
ら
ほ
と
ぼ
し
り
出
る
こ
と
が
多

く
、
時
に
は
漢
然
と
し
て
い
る
が
、
気
の
き
い
た
も
の
も
多
く
、

思
考
の
芽
生
え
を
見
せ
て
い
る
。
子
ど
も
の
問
い
は
わ
れ
わ
れ
を

し
ば
し
ば
当
惑
さ
せ
る
が
、
た
い
て
い
精
神
的
興
味
の
証
し
や
教

え
る
た
め
の
接
点
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

子
ど
も
の
問
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
」
子
ど
も
の

問
い
に
は
、
「
そ
れ
は
何
と
言
う
の
し
、
「
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
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の
L
と
い
う
物
事
の
名
称
や
意
味
を
求
め
る
も
の
、
「
そ
れ
は
ど
う

し
て
な
の
し
と
か
「
そ
れ
は
何
の
た
め
な
の
し
と
い
う
理
由
や
目

的
を
求
域
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
作
ら

れ
た
の
」
と
か
、
「
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
し

と
い
う
発
生
的
興
味
が
動
因
に
な
っ
て
い
る
問
い
も
み
ら
れ
る
。

　
子
ど
も
の
観
察
に
基
づ
い
て
い
え
ば
、
「
物
事
の
成
立
、
発
生
、

生
成
へ
の
興
味
は
子
ど
も
で
は
す
で
に
活
発
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
発
生
的
興
味
に
よ
る
問
い
に
対
応
し
て
、
そ

の
子
ど
も
に
答
え
教
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
教
え
は
発
生
的

特
質
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
発
生
的
方
法
は

子
ど
も
の
生
活
か
ら
自
然
に
生
ず
る
発
生
的
興
味
に
即
応
し
た
進

　
　
　
　
“

め
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
子
ど
も
の

発
生
的
興
味
を
さ
か
ん
に
し
、
そ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
だ
、
と
も

言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
学
校
の
授
業
に
お
い
て
発
生
的
方
法
が
展
開
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
子
ど
も
の
発
生
的
興
味
を
育
成
す
る
こ
と

に
重
要
な
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
「
発
生
的
興
味
は
い
ち
じ
る
し

く
多
様
な
対
象
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
育
成
す
る
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
が
そ
の
機
会
を
提
供
す
る
し
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
発
生
的
方
法
は
子
ど
も
の
物
事
の
理
解
を
促
進
し
豊

か
に
す
る
意
義
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
発
生
的

原
理
を
認
識
に
結
び
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は

思
考
内
容
の
発
生
を
洞
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
よ
く
そ

れ
を
把
握
す
る
。
」
と
。
ま
た
、
「
発
生
の
追
求
は
理
解
に
高
度
に

役
立
つ
し
（
ω
・
畠
。
。
）
と
も
い
う
。

　
彼
は
理
解
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
基
本
的

に
は
理
解
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
は
物
事
の
本
質
に
向
か

う
理
解
と
、
物
事
の
根
拠
に
向
か
う
理
解
で
あ
る
。
前
者
は
「
多

様
な
も
の
の
う
ち
に
一
般
的
な
も
の
を
、
現
象
の
う
ち
に
本
質
を
、

外
面
的
な
も
の
に
お
い
て
内
面
的
な
も
の
を
、
記
号
に
お
い
て
意

味
を
求
め
る
。
」
一
ω
。
ω
S
）
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
物
事
の
「
内

的
連
関
、
理
由
、
必
然
的
な
も
の
を
求
め
る
。
し
（
ω
．
ω
s
）
つ
ま

り
、
目
的
と
手
段
、
理
由
と
帰
結
、
原
因
と
結
果
の
関
連
を
明
か

に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
理
解
に
対
し
て
、
発
生
的
追
求

は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
彼
の
次
の

文
に
見
出
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
物
事
の
生
成
と
消
滅
の
原
因

（
O
暮
邑
）
及
び
運
動
の
起
源
（
オ
O
ぼ
『
）
を
知
る
と
き
に
は
じ
め

て
、
物
事
の
本
質
（
オ
霧
）
と
理
由
（
事
p
。
『
§
〕
）
を
十
分
に
認
識

す
る
。
し
と
。
換
言
す
れ
ば
、
物
事
の
発
生
の
様
子
を
何
よ
り
も
ま

ず
追
求
し
て
明
か
に
す
る
と
、
物
事
の
本
質
及
び
根
拠
に
向
か
う

理
解
が
豊
か
に
な
り
、
深
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
発
生
的
追
求
が
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物
事
の
理
解
に
先
立
つ
こ
と
と
物
事
の
理
解
を
促
進
し
深
め
る
こ

と
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
政
治
学
の
初
め
に
「
も
し
物
事
が
最
初

か
ら
生
長
し
て
く
る
と
こ
ろ
を
観
る
な
ら
、
…
…
最
も
見
事
な
観

察
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
学
的
考

察
の
方
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
発
生
的
方

法
を
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
の
発
生
的
方
法
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
に
影
響

を
う
け
、
そ
こ
に
根
拠
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
基

本
的
考
え
は
、
ど
ん
な
物
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
発
生
し
た
起
源

に
も
ど
っ
て
追
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
事
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
総
括
す
れ
ば
、
発
生
的
方
法
が
子
ど
も
に
と
っ
て
も
つ
意
義
は
、

子
ど
も
の
自
然
な
問
い
に
見
出
さ
れ
る
発
生
的
興
味
を
育
て
る
こ

と
、
ま
た
子
ど
も
の
物
事
に
対
す
る
理
解
を
豊
か
に
し
促
進
す
る

こ
と
の
二
つ
の
点
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
教
授
例
の
吟
味

最
後
に
、
授
業
に
お
け
る
発
生
的
方
法
の
具
体
的
展
開
に
つ
い

て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
示
す
教
授
例
（
『
ぼ
肩
◎
ぼ
）
を
取
り
あ
げ
吟

味
し
て
み
よ
う
。
教
授
例
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
展
開
さ
れ
た
教

授
の
実
例
で
は
な
く
、
一
定
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
教
授
の
構
想
の

例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
説
明
教
授
」
な
い
し
「
解
釈
教
授
」

（
撃
区
腎
①
邑
胃
o
鼻
弩
ユ
序
叶
）
の
た
め
の
教
授
例
を
取
り
あ
げ
る

こ
と
に
す
る
。
（
ω
。
㎝
農
1
8
）

　
教
授
例
は
シ
ラ
ー
の
「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

鐘
を
鋳
造
す
る
仕
事
に
そ
っ
て
人
問
の
生
活
を
歌
い
あ
げ
た
長
篇

の
詩
で
あ
る
。
そ
の
第
一
節
だ
け
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
η
中
子
は
し
っ
か
り
、
地
の
な
か
堅
く
、
か
た
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
ま
　
ね

　
み
ご
と
に
真
土
の
鋳
型
は
焼
け
た
。

　
今
日
こ
そ
鐘
は
仕
上
げ
に
あ
な
ら
ん
！

　
さ
あ
、
気
を
ひ
き
し
め
て
、
仕
事
に
か
か
れ
！

　
　
　
そ
れ
こ
そ
額
に
、
じ
っ
と
り
と

　
　
　
ひ
と
汗
か
か
ね
ば
な
る
ま
い
が

　
仕
上
げ
り
あ
、
品
は
り
っ
ぱ
な
折
り
紙
づ
き
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、
天
の
御
加
護
を
お
祈
り
し
よ
う
。
し

　
こ
の
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
が
、
教
授
の
中
心
的
狙
い
で
あ
る
。

「
解
釈
教
授
は
、
言
葉
や
文
字
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
思
想
、
本
文
、

言
語
作
品
を
基
礎
に
す
え
、
こ
れ
ら
の
理
解
を
伸
介
し
よ
う
と
す

る
。
」
し
た
が
っ
て
、
端
的
に
い
え
ば
「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
を
読
ん

で
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
学
習
目
標
で
あ
る
。
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「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
の
解
釈
教
授
の
展
開
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の

構
想
を
整
理
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
五
段
階
を
と
っ
て
進
め
ら
れ

る
。

　
ω
　
導
入
（
里
邑
降
竃
ぴ
q
）

　
こ
の
教
授
は
、
シ
ラ
ー
の
伝
記
に
基
づ
い
て
こ
の
詩
を
創
作
す

る
に
い
た
っ
た
事
実
経
過
か
ら
始
ま
る
。
シ
ラ
ー
は
、
一
七
八
八

年
ル
ド
ル
市
の
近
郊
に
あ
る
鐘
の
鋳
造
工
場
を
訪
れ
て
、
そ
こ
で

こ
の
詩
を
着
想
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
創
作
は
一
時
停
頓
し
、
九

七
年
に
初
め
て
そ
の
構
想
が
再
び
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、
九
九
年
秋

に
こ
の
詩
が
仕
上
げ
ら
れ
た
。
「
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
導
入
は
始
ま

り
、
示
さ
れ
た
事
実
を
必
要
に
応
じ
て
詩
人
の
伝
記
に
踏
み
こ
ん

で
追
求
で
き
る
。
」
（
ω
・
㎝
蟹
）

ω
読
み
（
ピ
県
g
屋
）

　
こ
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
語
っ
て
い

な
い
。
「
教
授
学
」
の
他
の
箇
所
で
（
ω
・
観
◎
1
H
）
次
の
よ
う
に

彼
は
述
べ
て
い
る
。
「
読
み
の
速
さ
は
た
し
か
に
任
意
に
決
め
ら
れ

な
い
が
、
一
面
で
は
テ
キ
ス
ト
の
む
ず
か
し
さ
の
大
小
に
よ
っ
て
、

他
面
で
は
生
徒
の
知
識
の
状
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も

第
三
の
要
素
と
し
て
つ
け
加
え
ら
れ
る
の
は
、
活
発
な
読
み
方
を

求
め
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
解
釈
の
幅
広
い
展
開
を
許
容
し
、
な

い
し
は
要
求
し
さ
え
す
る
よ
う
な
書
物
の
性
格
で
あ
る
。
」
「
叙
事

詩
人
は
か
な
り
早
い
テ
ン
ポ
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。
L
「
拝
情

詩
と
劇
は
む
し
ろ
個
々
の
句
に
と
ど
ま
っ
て
味
わ
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
」
「
斉
唱
歌
は
ゆ
る
や
か
に
読
め
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

対
話
体
は
ま
た
も
早
い
テ
ン
ポ
を
要
求
す
る
。
」
こ
の
言
明
か
ら
、

「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
は
叙
事
詩
の
性
格
が
強
い
か
ら
、
生
き
生
き

と
早
い
テ
ン
ポ
で
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
生
徒
の
学
年
的
段
階
の
規
定
が
な
い
か
ら
、
読
み
の
方

法
は
は
っ
き
り
規
定
で
き
な
い
。

㈹
部
分
解
釈

　
読
み
に
続
い
て
、
詩
の
解
釈
の
基
礎
的
部
分
が
展
開
さ
れ
る
。

生
徒
は
、
詩
の
語
句
の
意
味
や
そ
れ
が
示
す
事
実
内
容
を
明
か
に

す
る
。
そ
れ
は
、
次
の
四
つ
の
面
に
向
け
ら
れ
る
。

　
①
鐘
を
鋳
造
す
る
さ
い
の
職
人
の
用
語
は
事
実
的
な
意
味
内
容

を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
用
語
に
か
か
わ
る
鋳
造
の
仕
事
を
十
分
に

理
解
す
る
こ
と
。
1

　
②
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
よ
う
な
同
時
代
の
諏
刺
は
話
し

合
っ
て
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

　
③
言
語
的
観
点
で
は
、
「
…
…
な
ら
ば
」
と
い
う
語
の
な
い
条
件

文
の
場
合
の
よ
う
に
、
誤
解
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た
含

蓄
の
深
い
語
句
の
使
用
に
も
注
意
を
向
け
る
こ
と
。

　
④
シ
ラ
ー
が
豊
か
に
用
い
て
い
る
リ
ズ
ム
や
音
楽
の
技
法
、
韻
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律
の
変
化
、
音
響
描
写
は
慎
重
に
顧
慮
す
る
こ
と
。

ω
全
体
解
釈

　
部
分
解
釈
が
詩
の
個
々
の
語
句
の
理
解
に
向
け
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、
全
体
解
釈
は
詩
の
作
品
全
体
の
理
解
に
注
目
す
る
。
こ
れ

を
「
よ
り
高
次
な
解
釈
し
と
も
い
う
。
こ
の
場
合
に
、
ヴ
ィ
ル
マ

ン
は
次
の
よ
う
な
諸
観
点
を
あ
げ
て
、
か
な
り
詳
細
に
説
明
し
て

い
る
。
解
釈
の
諸
観
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
詩
の
構
成
と
根
本
思
想
の
把
握

　
②
シ
ラ
ー
の
個
性
的
特
質
の
把
握

③
詩
の
芸
術
形
式
の
解
明

　
④
文
学
史
的
解
釈

　
　
古
代
的
、
民
族
的
、
浪
慢
的
、
教
会
的
な
諸
傾
向
の
検
討
。

㈲
　
終
結

　
最
後
に
、
こ
の
詩
に
結
び
つ
け
て
文
体
練
習
の
課
題
が
可
能
性

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

　
以
上
が
、
「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
の
解
釈
教
授
の
展
開
構
想
の
概
略

で
あ
る
。
さ
て
問
題
は
、
こ
の
展
開
に
お
い
て
発
生
的
方
法
に
よ

る
考
察
が
ど
こ
に
加
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
答
は
、
次
の
二
つ
の
部
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
は
、
ω
導
入
の
扱
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
シ
ラ
ー
の
「
鐘

に
よ
せ
る
歌
」
を
着
想
し
て
か
ら
完
成
に
い
た
る
創
作
の
過
程
を

明
か
に
す
る
。
「
発
生
的
要
素
は
、
我
々
が
こ
の
作
品
の
成
立
を
あ

る
程
度
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
隈
り
で
こ
こ
に
表
わ
れ
る
。
」

（
ω
。
㎝
震
）
作
者
の
伝
記
を
頼
り
に
し
て
作
品
の
成
立
を
明
か
に
す

る
こ
と
は
、
η
伝
記
的
一
発
生
的
解
釈
L
（
ω
・
覇
ω
）
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
詩
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
シ
ラ
ー
が
一
七
八
八
年
に
ル
ド
ル

市
近
郊
の
鐘
の
鋳
造
工
場
を
訪
れ
て
詩
を
着
想
し
、
そ
こ
に
何
度

も
訪
れ
て
い
る
こ
と
、
（
そ
の
こ
と
を
記
し
た
碑
文
の
銅
版
が
工
場

の
前
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
一
、
し
か
し
そ
の
創
作
計
画
は
一
時
停
頓

す
る
こ
と
、
九
年
後
の
九
七
年
に
再
び
そ
の
計
画
が
取
り
あ
げ
ら

れ
、
こ
れ
が
同
年
七
月
七
日
の
ゲ
ー
テ
宛
の
手
紙
に
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
八
月
末
の
ゲ
ー
テ
宛
の
手
紙
で
健
康
を
そ
こ

な
っ
て
詩
の
創
作
に
取
り
組
め
な
い
こ
と
、
九
月
二
十
七
日
の
手

紙
で
は
創
作
の
中
断
を
自
ら
に
慰
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
九
九

年
九
月
四
日
に
ル
ド
ル
市
の
鋳
造
工
場
を
訪
れ
て
、
九
月
末
日
に

や
っ
と
詩
を
完
成
し
た
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
こ
の
取
り
扱
い
方
の
意
図
を
語
っ
て
い
な
い

が
、
こ
こ
で
シ
ラ
ー
が
鋳
造
工
場
を
参
観
し
て
親
方
や
職
人
の
仕

事
と
そ
の
工
程
に
心
を
動
か
さ
れ
て
詩
を
着
想
し
、
そ
の
後
も
何

度
も
参
観
し
て
詩
の
構
想
に
苦
労
し
た
こ
と
を
生
徒
の
前
に
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ラ
ー
の
創
作
時
の
心

情
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
続
く
詩
の
読
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み
と
解
釈
が
豊
か
に
な
り
、
深
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
導
入
に
お
け
る
詩
の
発
生
的
扱
い
は
、
し
た
が
っ
て

ヴ
ィ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、
詩
の
読
み
と
解
釈
の
必
要
な
基
礎
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
ω
の
全
体
解
釈
に
お
い
て
発
生
的
方
法
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
全
体
解
釈
の
段
階
は
、
「
鐘
に
よ
せ
る

歌
」
の
解
釈
教
授
の
中
心
部
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
四
つ
の
解
釈
観
点
の
も
と
で
教
授
が
す
す
め
ら
れ

る
が
、
そ
の
中
で
「
詩
の
構
成
と
根
本
思
想
の
把
握
」
が
発
生
的

方
法
に
よ
る
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
こ
れ
を
「
根

本
思
想
か
ら
の
発
生
的
解
釈
し
一
ω
．
覇
ω
）
と
呼
ぶ
。

　
「
詩
の
構
成
と
根
本
思
想
の
把
握
」
の
取
り
扱
い
方
を
考
察
し

て
み
る
と
、
ま
ず
詩
の
全
体
を
い
わ
ば
詩
節
に
分
解
す
る
作
業
が

す
す
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
詩
全
体
の
構
成
が
把
握
さ
れ
る
よ

う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
。

鐘
の
鋳
造
に
関

す
る
親
方
の
語

り
か
け

鐘
の
音
に
よ
っ

誘
発
さ
れ
る

描
写

仕
事
へ
の
呼
び

か
け

諸
指
示

地
金
の
精
錬

地
金
の
吟
味

鋳
型
へ
の
注
入

流
し
こ
ま
れ
た

地
金

休
息

鋳
型
の
取
り
こ

わ
し

鐘
の
仕
上
げ

鐘
の
釣
り
上
げ

考
察
へ
の
呼
び

か
け

鐘
の
使
命

洗
礼

結
婚

火
災

葬
儀

夕
べ
の
安
息

収
穫
祭

暴
動

献
鐘
式

青
春
時
代
の
恋

幸
福
と
自
負

父
親
の
慰
め

社
会
的
秩
序

　
こ
の
図
式
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
は
「
鐘
の
鋳
造
に
関
す

る
親
方
の
語
り
か
け
」
が
展
開
す
る
。
仕
事
へ
の
呼
び
か
け
か
ら

始
ま
っ
て
、
鐘
の
仕
上
げ
と
釣
り
上
げ
に
終
わ
る
、
一
連
の
工
程

が
歌
い
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
親
方
の
語
り
か
け
に
対

応
し
て
、
「
鐘
の
音
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
描
写
」
が
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
一
方
で
洗
礼
、
結
婚
、
火
災
、
葬
儀
の
よ
う
な
家
庭

生
活
の
節
目
が
歌
わ
れ
、
他
方
で
収
穫
祭
や
暴
動
の
よ
う
な
公
的
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生
活
の
要
素
が
歌
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
鐘
と
は

直
接
関
係
し
な
い
「
移
行
部
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
洗

礼
と
結
婚
と
の
問
に
青
春
時
代
と
そ
の
恋
が
描
写
さ
れ
、
結
婚
と

火
災
と
の
間
に
家
庭
の
幸
福
と
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
な
っ
て
い

く
自
負
や
高
慢
が
描
き
出
さ
れ
る
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
詩
の
構
成
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
根
本
思
想
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
こ
の
詩
は
、
鐘
の
鋳
造
の
行
為
に
結
び
つ
け

ら
れ
る
と
共
に
鐘
の
音
が
鳴
り
ひ
び
く
よ
う
な
情
景
を
用
い
て
、

人
問
の
生
を
描
写
し
よ
う
と
す
る
し
（
ω
・
㎝
墨
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

詩
の
内
容
の
筋
道
を
た
ど
り
な
が
ら
そ
の
構
成
を
明
ら
か
に

し
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
意
図
を
解
釈
し
て
根
本
思
想
を
引
き
出
す

こ
と
が
、
こ
こ
で
の
発
生
的
解
釈
で
あ
る
。

　
「
鐘
に
よ
せ
る
歌
」
の
解
釈
教
授
の
展
開
に
は
、
伝
記
画
発
生

的
解
釈
と
根
本
思
想
か
ら
の
発
生
的
解
釈
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
の
発
生
的
解
釈
も
詩
の
理
解
を
豊
か
に
し
、
深
め

る
狙
い
を
も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
が
文
学
作
品
を
読
み
理
解
す
る

た
め
に
、
発
生
的
な
解
釈
の
方
法
は
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

七
、
終

に

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
発
生
的
方
法
に
着
目
し
た
の
は
一
八
七
〇
年
前
後

で
あ
り
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
マ
ー
ゲ
ル
の
教
授
論
の

研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
着
目
し
た
中
心
の
事
柄
は
、
科
学
の
結
果

を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
発
生
の
過
程
を
さ
か
の
ぼ

れ
ば
、
子
ど
も
の
学
習
の
欲
求
が
高
ま
り
、
理
解
が
い
っ
そ
う
促

進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
着
想
か
ら
、
一
つ
は
陶
冶

内
容
を
発
生
的
に
考
察
し
て
配
列
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
陶
冶

内
容
の
展
開
と
し
て
の
教
授
進
行
を
発
生
的
に
組
み
立
て
る
こ
と

が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
う
い
う
構
想
の
基
底
に
は
陶
冶
内
容
及
び
教
材
を
「
生

き
も
の
」
だ
と
類
推
す
る
有
機
的
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
が
発
生
的

方
法
に
よ
る
考
察
を
必
然
的
に
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
有
機
的

見
方
は
、
大
学
時
代
に
学
ん
だ
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ヒ
の
思
想
の

刺
戟
と
、
そ
こ
か
ら
研
究
に
取
り
組
ん
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思

想
の
影
響
と
に
よ
っ
て
い
る
。
教
材
を
有
機
体
と
し
て
類
推
す
る

意
義
は
、
教
材
を
統
一
的
に
ま
と
め
る
中
心
の
目
的
原
理
に
着
目

す
る
こ
と
、
そ
の
も
と
に
全
体
と
部
分
と
を
内
面
的
に
連
関
づ
け
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て
教
材
を
組
み
立
て
る
こ
と
、
こ
う
し
て
教
材
の
生
動
化
と
活
性

化
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
教
材
の
有
機
的
性
格
を
前
提
と
し
て
、
教
材
の
ま
と

ま
り
の
中
心
で
あ
る
目
的
原
理
な
い
し
形
成
原
理
の
発
生
や
成
立

や
発
展
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば

大
切
な
概
念
や
法
則
、
根
本
思
想
な
ど
の
発
生
や
成
立
を
求
め
る

よ
う
に
教
材
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ら
を
理
解
す
る
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
に
関
す
る
生
物
、

社
会
に
関
す
る
歴
史
、
精
神
に
関
す
る
言
語
、
芸
術
、
数
学
の
内

容
で
は
、
そ
う
し
た
発
生
的
方
法
に
よ
る
考
察
が
適
切
と
さ
れ
る
。

　
発
生
的
方
法
に
基
づ
く
教
材
の
取
り
扱
い
は
、
子
ど
も
に
と
っ

て
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
で
は
、
自
然
な
問
い
に
接
続
し
て
発
生
的
興

味
を
育
て
る
面
と
、
物
事
の
本
質
や
理
解
を
豊
か
に
し
深
め
る
面

と
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
、
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
意
義

か
ら
考
え
る
と
、
教
授
に
お
い
て
発
生
的
方
法
に
よ
る
考
察
と
取

扱
い
が
子
ど
も
の
学
習
を
い
っ
そ
う
有
効
に
す
る
可
能
性
を
も
つ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
解
釈
教
授
」
の
教
授
例
の
吟
味
か
ら
は
、
導
入
段
階
と
、
根

本
思
想
の
理
解
と
い
う
中
心
段
階
と
に
お
い
て
発
生
的
方
法
の
適

用
の
可
能
性
が
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ー
ト
が
論
及
し

た
「
対
象
が
か
つ
て
発
生
し
た
そ
の
根
源
の
人
間
的
場
面
、
し
た

が
っ
て
ま
た
そ
の
活
力
に
満
ち
た
興
味
の
状
態
が
創
り
出
さ
れ

る
L
可
能
性
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
発
生
的
方
法
に
よ
る
教
授
の
展

開
に
は
強
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
現
代
の
教
授
論
で
は
、
発
生
的

な
根
源
場
面
に
お
け
る
人
間
的
な
興
味
、
興
奮
、
喜
び
、
感
動
が

子
ど
も
の
内
面
に
喚
起
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

発
生
的
考
察
に
基
づ
い
て
、
そ
う
し
た
状
況
を
ど
の
よ
う
に
創
出

す
る
か
は
、
教
授
の
実
践
的
な
課
題
で
あ
る
。
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