
斎
藤
喜
博
の
教
育
と
そ
の
神
話
的
構
造

笹
　
　
本

正
　
　
樹

　
わ
た
し
た
ち
が
斎
藤
喜
博
と
い
う
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践
家
を
と
ら
え
る
と
き

に
、
そ
の
人
が
な
し
た
教
育
方
法
、
さ
ら
に
は
教
育
技
術
を
い
ち
は
や
く
形
式

化
し
、
一
般
化
し
て
、
誰
に
で
も
使
用
で
き
る
よ
う
な
そ
う
い
う
便
利
な
方
法

を
求
め
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
態
度
は
よ
く
考
え
る
と
、
人
間
形
成
の
学
問
に
た
ず
さ
わ
る

も
の
と
し
て
は
、
非
常
に
あ
さ
ま
し
い
気
が
す
る
。
そ
の
人
間
の
個
性
的
な
も

の
の
形
成
に
つ
い
て
の
理
解
な
く
し
て
は
、
そ
の
人
の
教
育
方
法
や
技
術
へ
の

理
解
も
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
斎
藤
喜
博
教
育
の
理
論
化
と
い
う
表
層
的

な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
斎
藤
喜
博
と
い
う
人
物
の
深
層
構
造
と
も
い
う
べ
き

神
話
と
な
っ
て
い
る
部
分
、
言
い
か
え
れ
ば
ミ
ュ
ト
ス
（
ζ
邑
ぎ
ω
）
的
な
把
握

に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
（
1
）
こ
の
方

法
は
構
造
人
類
学
な
ど
で
、
過
去
の
文
明
を
調
査
し
た
り
、
解
明
し
た
り
す
る

と
き
に
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
文
字
、
記
号
、
シ
ン
ボ
ル
、
な
ど
か
ら
意
味
の

追
究
を
し
て
い
く
方
法
に
似
て
い
る
。

　
ま
だ
、
斎
藤
喜
博
氏
は
健
在
で
あ
る
の
で
、
失
礼
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ま

た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
氏
の
教
育
実
践
の
よ
っ
て
き
た
る
そ
の
根
源
が
鮮
明

に
な
っ
て
い
く
一
つ
の
布
石
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
た
だ
、
わ
た
し
の
資
料
と
し
た
も
の
は
、
斎
藤
喜
博
全
集
の
十
八
巻
と
、
教

授
学
研
究
四
巻
と
に
ほ
ぼ
つ
き
て
い
る
の
で
、
ま
だ
、
そ
の
範
囲
で
考
え
た
こ

と
し
か
表
現
で
き
て
い
な
い
。

　
な
お
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
の
淡
路
島
で
の
「
第
一
回
公
開
、
教
授
学
研
究

会
」
（
2
）
に
お
い
て
は
、
人
々
は
大
き
い
感
銘
を
受
け
る
と
と
も
に
、
表
面
的

に
教
育
技
術
を
修
得
し
よ
う
と
し
た
人
で
は
失
意
も
少
し
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
斎
藤
喜
博
の
人
間
形
成
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て

て
い
く
こ
と
こ
そ
、
氏
の
卓
越
し
た
教
育
方
法
、
教
育
技
能
、
教
育
技
術
に
む

す
び
つ
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
化
を
促
進
す
る
こ
と
の
一
助
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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、
人
格
の
ミ
ュ
ト
ス

　
孔
　
趨
自
我
の
ミ
ュ
ト
ス

　
ひ
と
り
の
人
間
が
そ
の
内
面
に
お
い
て
、
し
か
も
無
意
識
層
の
深
い
と
こ
ろ

で
、
ど
の
よ
う
な
理
想
像
を
い
だ
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
捉

え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

　
斎
藤
喜
博
の
「
こ
う
生
き
る
べ
き
だ
」
「
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と

い
う
、
超
自
我
と
か
良
心
の
よ
う
な
も
の
は
、
隔
世
遺
伝
と
も
言
つ
べ
き
祖
父
。

霞
城
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
「
私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
〃
霞
城
先
生
に
顔
や
姿
が
そ
っ
く
り
だ
”
と
、
よ
く

村
の
老
人
に
い
わ
れ
て
い
た
。
祖
父
は
や
せ
形
で
、
色
白
で
、
い
つ
も
紋
付
の

羽
織
を
着
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
」
（
3
）

　
自
伝
と
も
言
う
べ
き
「
可
能
性
に
生
き
る
」
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
文
を
読
む
と
き
に
、
全
く
こ
の
祖
父
と
斎
藤
喜
博
の

二
重
う
つ
し
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
が
わ
り
ξ
言
わ
な
い

ま
で
も
、
そ
っ
く
り
同
じ
血
を
ひ
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
祖
父
霞
城
の
こ
と
も
な
つ
か
し
い
。
霞
城
と
は

祖
父
の
号
で
あ
る
が
、
私
の
村
に
霞
城
と
い
う
城
祉
が
あ
る
の
で
、
霞
城
と
は

お
そ
ら
く
そ
れ
か
ら
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
祖
父
は
絵

を
か
き
、
塾
な
ど
で
子
弟
の
教
育
も
し
た
人
で
あ
る
。
ま
た
私
の
古
老
の
話
に

よ
る
と
勤
王
の
志
土
と
の
交
も
深
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
私
に
は
ま
こ

と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
本
が
で
き
た
ら
：
：
：
・
：
一
冊
を
祖

父
の
霊
前
に
捧
げ
た
い
と
思
う
」
（
4
）

　
こ
れ
は
第
二
冊
目
の
著
書
の
あ
と
が
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
祖
父
が
、

や
は
り
教
育
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
時
代
の
進
歩
的
思
想
に
共
感
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
す
べ

て
斎
藤
喜
博
と
い
う
人
間
の
特
徴
と
お
な
じ
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
霞
城
と
い
う
人
は
た
い
へ
ん
絵
を
か
く
の
が
好
き
な
人
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
ど
ん
な
ひ
ど
い
雨
も
り
が
し
て
も
、
広
い
座
敷
の
ま
ん
な
か
に
傘
を
た
て

て
、
き
ち
ん
と
そ
の
下
に
坐
っ
て
絵
を
か
い
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
一
種
の
変

人
と
み
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
主
人
に
あ
い
そ
を
つ
か
し
た
奥
さ
ん
は
子
供
ふ
た
り
を
お
い
て
、

実
家
に
か
え
っ
て
戻
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
奇
人
ぶ
り
は
相

当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
霞
城
が
死
ん
だ
と
き
は
四
十
才
、
子
供
は
六
才
と

三
才
で
あ
る
か
ら
育
ち
ざ
か
り
で
あ
る
。
田
畑
や
家
は
売
ら
れ
、
子
供
は
親
類

に
あ
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
圃

　
「
霞
城
先
生
が
死
ん
だ
と
き
、
三
才
だ
っ
た
男
の
子
は
、
私
の
父
で
し
た
。

で
す
か
ら
私
は
、
霞
城
先
生
を
み
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
霞
城
先
生
が
植

え
た
と
い
う
、
ゆ
ず
の
木
だ
け
は
、
私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
、
私
の
家
の
前
の
ほ

う
に
残
っ
て
い
ま
し
た
」
（
5
）
と
、
斎
藤
喜
博
は
非
常
に
愛
着
を
も
っ
た
筆
致

で
、
こ
の
祖
父
に
つ
い
て
物
語
っ
て
い
る
。

　
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
実
在
し
な
い
祖
父
に
愛
着
を
も
っ
た
か
と
い
う
と
、
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彼
は
つ
ね
に
父
親
に
対
し
て
批
判
的
な
眼
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
逆
に
、
祖
父
は
偉
か
っ
た
の
だ
と
い
う
考
え
を
自
分
の
な
か
で
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
な
が
ら
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
父
親
像
を
次
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
私
が
生
ま
れ
た
と
き
、
父
は
数
え
年
で
四
十
一
才
だ
っ
た
。
母
は
同
じ
く

数
え
年
で
三
十
八
才
だ
っ
た
。
…
・
－
…
父
は
竹
細
工
職
人
だ
っ
た
が
、
河
川
工

事
の
蛇
篭
づ
く
り
な
ど
で
、
ず
い
ぷ
ん
遠
く
ま
で
仕
事
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
幼
い
こ
ろ
の
私
の
記
憶
の
中
の
父
は
、
あ
ま
り
働
き
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
・
…
…
－
仕
事
に
行
く
よ
う
に
と
母
が
父
に
嘆
き
く
ど
い
て
い
た

の
を
、
私
は
悲
し
い
さ
び
し
い
気
持
で
み
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
よ
う
や

く
の
こ
と
で
仕
事
に
出
か
け
る
仕
度
を
し
た
が
、
急
に
”
い
か
な
い
〃
な
ど
と

い
い
出
し
、
道
具
を
ほ
う
り
出
し
て
寝
こ
ん
で
し
ま
っ
た
父
の
姿
な
ど
も
、
淡

い
さ
び
し
い
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
」
（
6
）

　
す
な
わ
ち
、
父
の
像
を
否
定
し
、
祖
父
の
像
を
肯
定
し
な
が
ら
、
斎
藤
喜
博

の
超
自
我
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
父
と
は
全
く
ち
が
っ
た
気
質
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
く

よ
く
似
た
面
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
父
は
短
気
な
人
間
だ
っ
た
。
何
か
と
い
う
と
大
き
な
声
で
怒
り
出
し
て
い

た
。
け
れ
ど
も
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
気
弱
で
涙
も
ろ
い
人
間
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
」
（
7
）
、
斎
藤
喜
博
も
、
こ
う
し
た
怒
り
の
面
と
や
さ
し
さ
の
面
を
普
通
の

人
よ
り
も
、
極
端
に
多
く
有
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
と
り
わ
け
、
父
親
が
守
銭
奴
的
で
家
が
貧
し
か
っ
た
こ
と
や
、
お
や
つ
が
小

魚
の
煮
干
を
手
に
い
っ
ぱ
い
も
ら
う
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
歯
が
つ
よ
く
な
り
、
六
十
才
ま
で
虫
歯
が
な
い
こ
と
を
誇

っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
親
が
魚
の
頭
ま
で
食
べ
る
よ
う
に
と
彼
を
叱
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

る
が
、
そ
の
際
の
叱
り
方
が
〃
頭
に
な
れ
る
よ
う
に
頭
を
食
え
”
（
8
）
と
言
う

こ
と
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
精

神
的
に
は
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
父
親
が
竹
細
工
の
職
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
斎
藤
喜
博
の
職

業
観
－
教
師
も
職
人
で
。
あ
る
、
と
い
う
見
方
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
彼
の
短
歌
表
現
に
、
松
、
竹
、
羊
歯
、
桑
、
葦
、
な
ど
グ
リ
ー
ン
系
統
、

常
緑
樹
や
草
木
を
よ
く
歌
い
こ
む
（
9
）
、
そ
う
し
た
面
に
も
父
の
職
業
は
な
ん

ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
彼
が
半
畳
の
書
斎
に
お
い
て
原
稿
を
か
く
と
き
に
は
、
職
人
の
半
被

（
ハ
ッ
ピ
）
を
着
て
取
り
か
か
る
と
い
う
習
性
も
、
父
親
か
ら
の
何
ら
か
の
影

響
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
は
父
親
の
よ
う
に
怠
惰
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、

自
分
は
勤
勉
な
職
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
、
後
年
に
お
い
て
「
よ
い
教
師
の
条
件
は
何
か
」
（
皿
）
と
問
わ
れ

た
と
き
に
、
　
一
、
頭
の
よ
い
こ
と
、
二
、
育
ち
の
よ
い
こ
と
、
三
、
美
人
で
あ

る
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
第
三
の
美
人
で
あ
る
こ
と
、
は
物
事
に
熱
中

し
て
、
美
し
く
み
え
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
わ
た
し
は
こ
こ
に
案

外
、
そ
れ
は
祖
父
霞
城
に
つ
い
て
の
み
か
た
が
、
心
理
の
深
層
で
顧
慮
さ
れ
て
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い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
斎
藤
喜
博
の
心
の
な
か
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
父
を
否
定

的
媒
介
と
な
し
つ
つ
祖
父
霞
城
を
理
想
視
す
る
こ
と
の
な
か
に
、
彼
の
人
格
の

原
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
望
．
畠
我
の
ミ
ュ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
祖
父
の
霞
城
が
超
禽
我
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
の
に
く
ら
べ
、

土
屋
文
明
が
斎
藤
喜
博
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
も
っ
と
現
実
を
生
き
ぬ
く

態
度
や
姿
勢
や
根
性
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
自
我
の
形
成
に
役
だ

っ
た
意
味
で
の
工
、
コ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
土
屋
文
明
像
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
文
明
（
明
治
2
8
年
生
ま
れ
）
は
お
な
じ
群
馬
県
の
前
橋
に
近
い
と
こ
ろ
（
群

馬
町
）
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
喜
博
の
心
の
な
か
に
は
郷
土
の
偉
大
な
文
学
者

か
ら
、
文
学
だ
け
で
な
く
そ
の
生
き
方
を
全
面
的
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
。

　
「
私
は
も
ち
ろ
ん
先
生
や
ア
ラ
ラ
ギ
か
ら
短
歌
を
学
ん
で
い
た
。
し
か
し
そ

れ
と
と
も
に
私
は
、
先
生
か
ら
人
間
の
生
き
方
と
か
、
も
の
の
見
方
と
か
考
え

方
と
か
追
求
の
仕
方
と
か
を
学
ん
だ
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
H
）

　
土
屋
文
明
に
つ
い
て
の
研
究
書
に
よ
る
と
、
文
明
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い

る
。　

「
良
く
も
悪
く
も
上
州
の
野
武
士
的
な
雄
勤
な
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
と
、
博
徒

で
あ
っ
た
と
い
う
祖
父
の
孫
に
ふ
さ
わ
し
い
強
靱
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
生
活

力
と
苦
渋
の
重
み
を
受
止
め
て
逆
説
的
に
切
返
す
よ
う
な
フ
モ
ー
ル
と
を
持
つ

〃
荒
御
魂
”
で
あ
っ
て
：
…
牢
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
祖
父
、
破
産
し
た
父
、

文
明
の
生
育
史
に
傷
痕
を
と
ど
め
る
暗
い
家
系
が
、
彼
の
感
じ
や
す
い
心
を
さ

い
な
み
始
め
た
少
年
期
、
孤
独
な
少
年
文
明
は
文
学
と
の
結
び
つ
き
を
持
っ
た

と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
幼
少
期
も
ま
た
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
理
解
し
に
く
い
」

（
1
2
）
と
。

　
ま
た
、
文
明
は
み
ず
か
ら
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
村
の
人
に
も
亦
家
へ
来
る
客
な
ど
に
も
ど
う
し
て
も
御
じ
ぎ
の
出
来

な
い
子
供
で
あ
っ
た
。
祖
母
は
そ
れ
を
ひ
ど
く
苦
に
し
て
人
に
も
話
し
た
」
（
蝸
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
な
か
な
か
強
烈
な
自
我
を
も
っ
た
子
供
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
ア
ラ
ラ
ギ
に
お
い
て
は
、
斎
藤
茂
吉
と
な
ら
ん
で
近
代
短
歌
の
巨
匠
で
あ
る

が
、
茂
吉
が
戦
争
賛
美
の
作
晶
を
つ
く
っ
た
の
に
対
し
て
、
文
明
は
む
し
ろ
反

戦
の
立
場
を
と
っ
た
。
彼
は
反
神
秘
性
、
啓
蒙
性
、
実
学
性
と
い
っ
た
精
神
を

も
ち
、
合
理
主
義
的
思
考
の
も
ち
主
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
気
質
か
ら
い
っ

て
も
現
実
家
で
あ
り
、
皮
肉
屋
で
あ
る
の
で
、
熱
狂
的
な
愛
国
者
の
立
場
を
と

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
と
に
昭
和
十
九
年
に
報
道
班
員
と
し
て
中
国
大

陸
に
旅
行
し
た
と
き
も
、
冷
静
な
眼
で
中
国
人
の
暮
し
や
悲
惨
さ
を
み
ま
も
り

つ
づ
け
て
い
る
。

　
と
も
か
く
「
文
明
が
か
つ
て
中
国
庶
民
の
生
活
の
裡
に
見
届
け
た
あ
の
原
初

的
”
生
の
意
志
”
の
必
要
性
を
、
あ
ら
た
め
て
説
い
て
み
せ
て
く
れ
た
」
（
μ
）

の
は
戦
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
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あ
い
せ
め
　
　
　
　
　
　
お
と

相
閲
ぎ
互
に
艇
し
め
小
さ
な
る
此
の
く
に
っ
ち
を
如
何
に
せ
よ
と
か

　
　
　
　
　
　
せ
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
思
ひ
い
づ
る
西
湖
の
は
ち
す
き
ら
き
ら
し
然
れ
ど
も
日
本
ほ
ろ
ぷ
と
お
も
は

　
ず

　
苦
し
み
は
血
し
ほ
汗
垂
り
下
る
と
も
正
し
き
命
生
き
ざ
ら
め
や
は

　
ま
た
、
選
者
と
し
て
の
彼
は
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
堀
り
お
こ
す
方
向
に

む
き
、
生
活
の
な
か
の
苦
し
み
や
悲
し
み
や
、
怒
り
を
、
雑
多
に
、
民
衆
交
響

飽
の
よ
う
に
よ
び
起
す
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
ア
ラ
ラ
ギ
選
歌
の
傾
向
は
生
活

の
な
か
で
の
真
実
の
叫
び
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
比
）

　
研
究
会
欠
席
し
て
鼻
緒
売
り
に
行
く
同
僚
に
遭
ふ
を
恥
ぢ
ら
ひ
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
福
太
郎

　
ど
ぶ
ろ
く

　
濁
酒
を
作
り
視
学
官
を
饗
宴
す
る
か
か
る
時
代
の
教
師
も
か
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
　
下
　
真
　
砂

　
馬
糞
拾
ふ
を
生
徒
に
見
ら
れ
見
ら
れ
し
て
バ
ケ
ツ
に
半
ば
程
持
帰
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
西
　
邦
太
郎

　
組
合
を
作
り
ス
ト
す
る
教
員
を
追
放
せ
よ
と
い
ふ
声
も
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
山
　
　
　
敏

　
つ
き
つ
め
て
愛
国
心
と
は
何
な
ら
む
痛
み
て
妻
子
を
養
へ
ぬ
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
沢
　
正
　
一

　
こ
こ
で
は
、
教
師
に
関
す
る
歌
ば
か
り
を
あ
げ
て
み
た
が
、
お
よ
そ
こ
う
し

た
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
歌
の
調
子
か
ら
い
っ
て
、
桑
原
武
夫

の
「
第
二
芸
術
」
（
蝸
）
論
な
ど
の
批
判
が
お
こ
っ
た
こ
と
と
も
関
連
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
喜
博
が
「
第
二
芸
術
」
論
批
判
を
次
の
よ
う
に
お

こ
な
っ
て
い
る
。

　
「
我
々
は
現
在
の
第
二
芸
術
論
者
、
短
歌
滅
亡
論
者
な
ど
が
、
案
外
ハ
ッ
タ

リ
を
や
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
…

さ
う
い
ふ
う
る
さ
い
徒
は
い
つ
の
時
代
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
で

も
本
当
に
そ
の
時
代
を
よ
く
は
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
本
当
に
よ
く
す
る
も

の
は
、
い
つ
も
事
実
を
重
ん
じ
、
実
行
を
重
ん
じ
、
地
道
に
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を

真
面
目
に
歩
む
人
達
だ
け
で
あ
る
」
（
1
7
）
と
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
土
屋
文
明
は
戦
争
末
期
の
大
陸
旅
行
が
、
彼
の
考
え
方

に
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。

　
彼
は
「
従
来
の
観
察
家
の
眼
を
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
把
握
の
面
に
む
け
て
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
大
陸
民
族
が
慣
習
風
俗
の
随
所
に
実
現
し
て
い
る
壮
大
な

生
活
哲
学
を
把
持
す
る
に
至
っ
た
」
（
1
8
）
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
故
か
、
彼
の
す
ぐ
れ
た
歌
は
、
中
園
風
い
や
支
那
風
で
さ
え
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
し
ら
ひ
げ
　
　
　
り
ゆ
う
ぱ
う

　
春
の
日
に
白
髪
光
る
流
頓
一
人
柳
の
花
を
前
に
し
や
が
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
な
み

　
時
代
こ
と
な
る
父
と
子
な
れ
ぱ
枯
山
に
腰
下
ろ
し
向
ふ
一
つ
山
脈
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ふ
る
ひ
と

　
道
草
の
枯
る
れ
ば
自
き
石
の
面
故
人
の
ご
と
く
吾
が
前
に
あ
り
（
”
）

　
土
屋
文
明
は
短
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
精
神
の
短
歌
の
立
場
で
も
あ
る
。

　
「
短
歌
と
い
ふ
も
の
は
一
番
真
剣
な
生
活
者
、
広
い
意
味
で
の
勤
労
者
の
文
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学
だ
、
と
い
ふ
の
が
今
ま
で
の
歩
ん
で
来
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
行
く
べ
き

と
こ
ろ
は
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
・
い
か
と
い
う
風
に
考
え
て
を

り
ま
す
。

　
先
程
申
し
ま
し
た
製
作
者
が
愛
用
者
と
一
緒
に
な
っ
て
し
凄
ふ
文
学
だ
と
い

ふ
こ
と
に
や
は
り
関
連
し
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
点
か
ら
い
へ
ば
、
短
歌
と
い
ふ

も
の
は
、
決
し
て
一
つ
の
英
雄
を
作
出
す
文
学
で
は
な
く
、
一
つ
の
天
才
を
め

ぐ
る
文
学
で
は
な
く
て
、
同
じ
立
場
に
立
ち
、
同
じ
生
活
の
基
盤
に
立
つ
勤
労

者
同
志
の
叫
び
の
交
換
で
あ
る
」
（
2
0
）

　
斎
藤
喜
博
は
、
こ
の
文
明
の
意
志
を
受
け
つ
い
で
、
生
活
者
の
悲
痛
な
叫
び

を
短
歌
麦
現
に
お
い
て
”
証
。
と
し
て
記
録
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
昭
和
二
十
一
年
、
斎
藤
喜
博
は
編
集
人
を
か
ね
て
、
「
ケ
ノ
ク
ニ
」
と
い
う
ア

ラ
ラ
ギ
の
地
方
歌
誌
を
創
刊
す
る
。
こ
れ
は
土
屋
文
明
が
川
戸
に
疎
開
し
て
い

た
た
め
、
喜
博
は
こ
の
ア
ラ
ラ
ギ
の
長
老
を
指
導
者
と
し
て
、
発
行
部
数
干
三

百
ほ
ど
も
あ
る
雑
誌
を
毎
月
だ
す
と
い
う
多
忙
さ
に
入
っ
て
い
く
。
大
井
恵
夫

は
、
こ
の
歌
誌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
ケ
ノ
ク
ニ
は
土
屋
文
明
、
斎
藤
喜
博
の
強
烈
な
個
性
を
反
映
し
て
戦
後
の

ア
ラ
ラ
ギ
系
地
方
歌
誌
中
、
刮
目
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
月
々
千
三
百
部
を

印
刷
す
る
地
方
歌
誌
は
歌
壇
で
も
異
例
で
あ
っ
た
」
（
2
1
）
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
当
時
、
喜
博
は
県
教
組
の
常
任
委
員
、
ひ
い
て
は
文
化
部
長
を
な
し
つ

つ
、
他
方
で
は
こ
の
結
社
の
仕
事
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
両

手
の
あ
く
こ
と
の
な
い
多
忙
さ
と
言
う
べ
き
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

斎
藤
喜
博
は
ま
さ
に
、

て
よ
い
。

土
屋
文
明
の
精
神
の
純
正
な
継
承
者
で
あ
っ
た
と
み

二
、
教
育
の
ミ
ュ
ト
ス

　
t
　
教
育
思
想
の
ミ
ュ
ト
ス

　
超
自
我
や
自
我
の
形
成
と
し
て
、
祖
父
霞
城
や
土
屋
文
明
が
影
響
し
た
が
、

こ
れ
と
周
じ
く
教
育
の
上
で
は
玉
村
小
学
校
の
宮
川
静
一
郎
校
長
が
感
化
を
及

ぽ
し
て
い
る
。

　
「
宮
川
校
長
は
、
町
の
人
に
も
〃
斎
藤
君
は
よ
く
勉
強
す
る
。
と
い
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
宮
川
校
長
が
私
の
病
身
を
い
た
わ

っ
て
く
れ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
富
川
校
長
は
、
私
の
む
き
に
な
っ
て

や
る
幼
い
仕
事
を
、
大
き
く
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
…
…

私
は
、
卒
業
式
を
終
わ
っ
て
、
春
の
休
み
に
な
っ
て
か
ら
宮
川
校
長
の
転
任
を

知
っ
た
。
町
の
通
り
で
宮
川
校
長
に
会
っ
た
が
、
何
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
少
年
の
よ
う
に
た
だ
涙
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
こ
ぼ
れ
る
だ
け
だ
っ
た
」
（
2
2
）

　
こ
の
時
、
校
長
は
四
十
七
才
、
喜
鱒
青
年
は
二
十
二
才
で
あ
る
。
彼
の
な
か

の
理
想
的
教
師
像
は
、
こ
の
進
歩
的
教
育
実
践
を
な
す
と
と
も
に
、
部
下
の
教

員
を
真
に
愛
し
た
宮
川
静
一
郎
校
長
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
彼
は
ま
た
若
く
し
て
生
涯
変
る
こ
と
の
な
い
基
本
的
な
指
導
者
観

を
も
も
っ
て
い
た
。
次
の
”
智
。
と
い
う
文
章
は
戦
前
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
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あ
る
が
、
今
も
変
ら
ぬ
思
想
だ
と
思
う
。

　
「
指
導
者
と
し
て
仰
が
れ
る
条
件
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
は

智
を
も
っ
て
そ
の
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
に
い
う
智
と
は
叡
智
の
こ
と

で
あ
り
、
単
な
る
学
問
知
識
で
は
な
く
、
正
し
い
見
と
お
し
、
正
し
い
識
見
、

正
し
い
信
念
、
行
動
力
を
も
っ
た
人
間
全
体
の
力
の
こ
と
で
あ
る
」
（
2
3
）

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
彼
は
戦
時
中
に
〃
錬
成
”
と
か
〃
卒
先
躬
行
。
と
か

い
っ
て
、
砂
利
を
か
っ
ぎ
掃
除
を
す
る
こ
と
な
ど
を
子
供
の
前
で
、
す
す
ん
で

や
れ
ば
よ
い
教
師
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
風
潮
に
た
い
し
て
、
批
判
的
な
考
え
方

を
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
戦
前
、
戦
後
を
と
お
し
て
斎
藤

喜
博
の
教
師
観
の
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
自
分
な
り
の
立
場
を
つ
く
り
つ
つ
、
喜
博
青
年
は
二
十
代
の
初
期

に
、
病
弱
の
身
で
あ
り
な
が
ら
す
で
に
、
す
ば
ら
し
い
実
践
を
な
し
つ
つ
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
逸
話
を
の
こ
す
こ
と
に
な
る
。

　
昭
和
九
年
六
月
五
日
の
東
京
朝
日
新
聞
群
馬
版
に
”
恩
師
病
む
、
生
徒
が
全

快
願
、
願
か
な
っ
て
お
礼
詣
り
、
玉
村
町
の
人
情
美
談
。
と
い
う
見
出
し
で
子

供
た
ち
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
報
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
佐
波
郡
玉
村
町
小
学
校
六
年
女
生
徒
受
持
訓
導
斎
藤
喜
博
氏
（
2
4
）
は
今

春
二
月
か
ら
病
魔
に
襲
は
れ
一
時
は
重
態
に
陥
り
再
び
望
み
な
し
と
ま
で
伝
へ

ら
れ
た
が
五
月
上
旬
不
思
議
に
全
快
し
て
再
び
教
壇
に
立
つ
の
喜
び
の
臼
を
迎

へ
た
の
で
女
生
徒
等
は
一
同
喜
ん
で
一
日
打
そ
ろ
っ
て
県
社
八
幡
宮
に
参
拝
し

た
願
成
就
の
報
告
を
な
し
大
鈴
を
奉
納
し
た
。
そ
こ
で
他
の
先
生
達
が
聞
く
と

口
を
っ
ぐ
ん
で
語
ら
な
い
の
で
校
長
が
調
べ
て
見
る
と
斎
藤
先
生
の
教
へ
児
の

女
生
徒
七
十
三
名
は
先
生
の
病
気
引
篭
り
と
聞
く
や
互
に
申
合
せ
て
町
内
の
県

社
八
幡
宮
に
毎
朝
寒
さ
も
い
と
は
ず
日
参
し
病
気
平
癒
を
祈
願
し
て
は
広
い
境

内
を
掃
除
し
〃
全
快
の
上
は
神
前
に
鈴
を
奉
納
し
か
つ
永
く
境
内
の
掃
除
を
い

た
し
ま
す
。
と
祈
っ
た
、
こ
の
純
な
女
生
徒
の
祈
願
を
知
っ
て
神
官
の
秋
山
輝

夫
さ
ん
も
毎
朝
生
徒
と
共
に
祈
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
斎
藤
訓

導
は
教
へ
児
の
温
情
に
感
激
し
ま
た
生
徒
は
引
続
い
て
神
域
の
掃
除
を
続
け
て

ゐ
る
」
（
2
4
）

　
病
気
で
ニ
ケ
月
も
休
ん
で
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
の
教
え
子
た
ち
の

心
を
ひ
き
っ
け
て
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
授
業
な
ど
に
お
い
て
ど

れ
ほ
ど
よ
い
先
生
と
思
わ
れ
て
い
た
か
、
ど
れ
ほ
ど
生
徒
た
ち
に
慕
わ
れ
て
い

た
か
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
後
年
、
斎
藤
喜
博
は
す
ぐ
れ
た
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で
あ
る
と
の
評
価
を
う
け

る
が
、
実
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
七
十
三
名
の
女
生
徒
を
こ
の
よ
う
な
集
団

的
な
強
靱
な
結
東
力
を
も
た
せ
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
そ
こ
に
天
才
的
資

質
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
や
が
て
そ
の
能
力
は
、
結
社
「
ケ
ノ
ク
ニ
」

を
推
進
す
る
力
と
な
り
、
ま
た
県
教
組
文
化
部
長
の
重
任
を
は
た
し
、
ひ
い
て

は
島
小
校
長
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
活
動
が
臼
本
中
の
教
師
の
賞
賛
の
的
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
源
泉
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
す
で
に
こ
の
二
十

代
の
初
期
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
斎
藤
喜
博
の
短
歌
を
読
む
と
、
啄
木
の
短

歌
に
似
て
い
る
こ
と
を
思
い
だ
す
。
ひ
た
む
き
な
真
実
が
う
た
い
込
ま
れ
て
い
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る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
啄
木
は
斎
藤
喜
博
ほ
ど
の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で

は
な
か
っ
。
た
と
思
う
。
）

　
先
の
美
談
の
結
果
、
こ
の
お
宮
に
は
記
念
碑
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
敬

神
真
心
」
の
文
字
が
入
れ
ら
れ
、
明
治
天
皇
の
御
製
が
き
ざ
ま
れ
て
残
る
。

　
曇
り
な
き
人
の
心
を
ち
は
や
ふ
る
神
は
さ
や
か
に
照
ら
し
見
る
ら
ん
（
2
5
）

　
斎
藤
喜
博
が
神
を
敬
う
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
真
心
の
人
で

あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
逸
話
は
の

こ
る
わ
け
は
な
い
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
は
彼
な
り
の
独
自
の
教
育
観
を

確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
中
核
と
し
て
、
後
年
、
年
輪
の
よ
う
に
経

験
に
裏
う
ち
さ
れ
な
が
ら
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
彼
の
実
践

は
と
り
わ
け
外
国
の
教
育
と
か
、
そ
の
他
の
学
説
な
ど
に
影
響
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
わ
た
し
は
当
時
の
斎
藤
教
育
の
す
ぐ
れ
て
い
た
点
は
、
あ
る
意
味

で
陶
冶
と
訓
育
が
直
結
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
学
習

指
導
を
す
る
際
に
生
活
指
導
が
密
着
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
普
通
の
教
師
は
こ
れ
を
別
々
に
考
え
や
す
い
。
し
か
し
、
斎
藤
流
と
い
う
の

は
、
人
生
を
生
き
ぬ
く
態
度
や
心
が
ま
え
の
教
え
の
よ
う
な
も
の
が
授
業
の
あ

い
だ
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
人
生
訓
、
処

世
訓
、
道
徳
教
育
な
ど
と
い
う
薄
っ
ぺ
ら
い
言
葉
で
か
た
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

な
く
、
生
活
や
実
践
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
教
室
記
」
の
後
半
に
”
先
生
の
教
え
。
（
2
6
）
と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
れ
は

卒
業
生
が
、
斎
藤
先
生
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
き
の
こ
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
斎
藤
先
生
の
言
っ
た
言
葉
で
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
○
今
自
分
の
し
て
い
る
仕
事
に
対
し
て
一
生
け
ん
め
い
し
て
い
る
こ
と
が
神

　
　
様
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
○
自
分
で
も
不
思
議
な
位
一
心
に
な
ら
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。

　
○
上
っ
調
子
な
人
間
に
は
何
も
で
き
な
い
。

　
○
自
然
に
よ
っ
て
い
つ
も
自
分
の
心
を
高
め
て
い
く
。

　
○
過
失
は
努
力
し
た
も
の
の
栄
誉
な
り
。

　
○
先
生
の
心
は
ね
ば
り
強
い
。
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
ど
ん
な
に
し
て
で
も

　
　
や
り
と
げ
る
。

　
○
私
た
ち
の
方
の
先
生
は
、
私
た
ち
を
り
こ
う
に
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

　
　
心
の
勉
強
と
い
っ
し
ょ
に
さ
せ
る
の
だ
。

　
○
先
生
は
勉
強
よ
り
も
心
の
方
へ
力
を
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　
○
先
生
の
好
き
な
こ
と
は
、
本
を
み
る
こ
と
が
好
き
で
す
。
い
ろ
い
ろ
の
こ

　
　
と
に
熱
心
に
す
る
こ
と
が
す
き
で
す
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
ハ
キ
ハ
キ
と
す

　
　
る
こ
と
が
好
き
で
す
。

　
こ
う
し
た
児
童
た
ち
の
作
文
を
み
る
と
、
い
か
に
斎
藤
喜
博
の
教
え
方
で
は
、

子
供
た
ち
の
心
を
と
ら
え
る
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。

　
話
は
か
わ
る
が
、
第
一
回
公
開
教
授
学
研
究
会
（
淡
路
島
）
の
と
き
に
、
斎

藤
喜
博
氏
は
、
会
場
の
先
生
た
ち
に
合
唱
の
指
導
を
さ
れ
た
。
わ
た
し
も
そ
の

一
員
と
な
っ
て
「
樫
の
木
」
の
歌
を
う
た
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
歌
い
方
の
わ
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る
い
点
を
指
摘
さ
れ
、
い
く
度
か
訂
正
さ
れ
た
。
．
そ
の
と
き
の
示
唆
の
与
え
方

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
発
声
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

　
「
筍
の
先
を
切
っ
て
、
土
に
埋
め
た
よ
う
な
声
を
だ
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
腹
の
な
か
に
地
下
茎
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
筍
が
の
び
て
き
て
、
先
が
口
の

　
な
か
に
で
て
き
た
よ
う
に
、
歌
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
2
7
）

　
そ
の
指
導
法
は
、
学
習
指
導
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
き
方
の
教
え
で
あ
る
と

思
っ
て
、
わ
た
し
は
感
動
し
た
。
や
は
り
激
励
の
仕
方
と
か
示
唆
の
あ
た
え
方

が
、
そ
の
場
す
べ
て
を
洞
察
し
て
い
て
、
ま
こ
と
に
ピ
タ
リ
と
適
切
な
感
動
的

な
指
導
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
こ
こ
に
陶
冶
と
訓

育
の
ま
っ
た
き
一
致
が
あ
る
と
み
た
の
で
あ
る
。

　
2
・
教
育
方
法
の
ミ
ュ
ト
ス

　
戦
前
、
戦
後
を
と
お
し
て
、
斎
藤
喜
博
が
具
体
性
を
も
っ
た
教
育
方
法
の
な

か
で
、
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
た
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
捉
え
る
こ
と

は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
、
デ
ュ
ー
イ
、
マ
カ
レ
ン
コ
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
学
説
や
実
践
が
教
育
現
場
に
流
れ
こ
ん
で
く
る
な
か
で
、
彼
の
め
ざ
す
立
場

は
自
己
完
成
、
主
体
性
、
個
性
を
伸
ば
す
、
可
能
性
を
生
か
す
、
な
ど
と
言
う

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
教
室
記
」
に
お
い
て
は
”
自
己
完
成
”
の
教
育
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
少
し
長
く
な
る
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
で
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
私
の
自
己
完
成
の
教
育
は
一
、
強
力
な
よ
い
学
級
と
か
学
校
と
か
を
育
成

す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
な
か
の
個
人
々
々
の
自
己
完
成
力
を
育
て
、

個
人
々
々
を
ほ
ん
と
う
に
よ
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
々
々
が
ほ
ん
と

う
に
よ
く
生
か
さ
れ
、
よ
く
生
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
個
人
々
々
が

存
在
す
る
団
体
は
、
学
級
で
も
学
校
で
も
必
ず
理
想
的
に
よ
く
な
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
個
人
々
々
を
よ
く
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
し
な
い
で
、
い
く
ら
全
体

を
形
式
的
に
指
導
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
一
時
的
な
浅
薄
な
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
の
も
の
で
は
な
い
。
二
、
真
に
自
分
を
正
し
く

生
か
し
、
自
己
の
完
成
を
図
る
も
の
に
し
て
ぱ
じ
め
て
、
他
人
の
自
己
完
成
に

役
だ
ち
、
国
家
社
会
の
向
上
発
展
の
た
め
に
真
に
役
だ
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
、
自
分
の
完
成
さ
え
で
き
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
他
人
の
世
話
が
で
き
、

国
家
社
会
へ
の
奉
仕
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
、
全
体
的
、
形
式
的
な
指

導
だ
け
で
小
学
児
童
の
全
体
を
よ
く
し
、
ま
た
そ
の
な
か
の
個
人
々
々
を
ほ
ん

と
う
に
よ
く
す
る
と
い
う
よ
う
な
指
導
法
は
、
私
の
見
聞
の
範
囲
に
お
い
て
は

ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
失
敗
し
て
い
る
。

　
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
個
人
の
自
己
完
成
力
の
育
成
を
め
ざ
す
こ
と
が
、

全
体
を
よ
く
す
る
た
め
に
も
最
も
効
果
的
な
方
法
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
の
も

と
に
生
ま
れ
た
教
育
の
方
法
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
自
己
完
成
の
育
成
を
め
ざ
す
教
育
は
、
最
も
よ
い
個
人
々
々

を
育
成
す
る
と
同
時
に
、
最
も
よ
い
、
最
も
た
し
か
な
、
最
も
強
力
な
、
学
級

と
か
学
校
と
か
を
育
成
す
る
教
育
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
よ
く
学
級
の
自

己
完
成
、
学
校
の
自
己
完
成
を
め
ざ
す
教
育
で
あ
る
」
（
2
8
）
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こ
の
教
育
方
法
観
は
、
戦
前
で
あ
っ
た
た
め
に
個
人
主
義
で
あ
る
と
か
、
自

由
主
義
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
斎
藤
喜

博
の
教
育
方
法
は
、
む
し
ろ
逆
に
集
団
主
義
の
教
育
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

が
、
集
団
を
重
視
す
る
ソ
ビ
エ
ト
教
育
、
あ
る
い
は
マ
カ
レ
ン
コ
の
教
育
と
少

し
違
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
、
異
端
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
斎
藤
喜
博
の
島
小
で
展
開
し
た
教
育
は
、
し
ば
し
ば

マ
カ
レ
ン
コ
の
教
育
方
法
あ
る
い
は
見
透
路
線
の
考
え
方
、
な
ど
と
比
較
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
や
は
り
、
日
本
独
自
の
群
馬
と
い
う
風
土
か
ら

生
ま
れ
、
ま
た
斎
藤
喜
博
と
い
う
天
才
的
教
育
家
の
手
腕
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
の
国
の
教
青
を
も
模
倣
し
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
個
を
生
か
す
こ
と
は
、
全
体
を
生
か
す
こ
と
と
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
見
方
を
な
し
て
い
る
。
つ
ね
に
個
と
全
体
の
緊
張
関
係
を
、
斎
藤

喜
樽
は
見
て
い
る
。
例
え
ば
「
部
分
を
な
お
せ
ば
、
全
体
が
よ
く
な
る
」
と
い

う
こ
と
を
し
ば
し
ば
言
う
が
、
こ
れ
は
個
だ
け
を
見
て
い
る
の
で
な
く
、
一
方

で
全
体
を
お
さ
え
、
他
方
で
個
を
よ
く
し
、
全
体
調
和
を
生
き
い
き
と
す
る
こ

と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
後
述
の
中
井
美
学
と
の
一
致
点
）

　
斎
藤
喜
博
は
戦
前
に
す
で
に
、
五
つ
の
段
階
を
も
つ
学
習
指
導
法
を
編
み
だ

し
て
い
る
。
「
予
備
学
習
」
「
独
自
学
習
」
「
相
互
学
習
」
「
整
理
学
習
」
「
練
習
学
習
」

と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
2
9
）

　
こ
の
学
習
法
は
現
在
で
言
う
と
、
形
式
的
に
は
村
上
方
式
と
し
て
の
”
主
体

的
学
習
〃
と
い
う
も
の
に
似
て
い
る
。
家
庭
で
予
習
を
さ
せ
、
学
校
に
き
て
友

人
と
そ
れ
を
検
討
す
る
（
グ
ル
ー
プ
学
習
）
、
そ
の
後
、
教
師
に
よ
る
一
斉
指
導

と
な
る
。
個
　
　
集
団
i
l
教
師
と
い
う
三
つ
の
展
開
過
程
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
思
考
を
変
容
さ
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
村
上
方
式
が
「
教
室
記
」
な
ど
の
斎
藤
方
式
か
ら
ど
れ
ほ
ど
、
そ
の
考
え
を

取
り
入
れ
て
い
る
の
か
は
、
わ
た
し
は
よ
く
知
ら
な
い
。
た
だ
、
斎
藤
喜
博
は

形
式
を
あ
ま
り
重
ん
じ
て
は
い
な
い
。
形
式
は
一
種
の
め
や
す
に
す
ぎ
な
い
、

こ
の
形
式
を
破
っ
た
と
き
に
か
え
っ
て
感
動
的
授
薬
が
展
開
さ
れ
も
す
る
か
ら

で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
の
主
体
的
教
育
に
は
教
師
も
生
徒
も
と
も
に
感
動
が
あ
る

の
だ
と
思
う
。
た
ん
に
形
式
を
ふ
ん
だ
だ
け
の
と
き
に
は
、
す
で
に
主
体
性
は
失
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
感
激
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
の
結
果
か
ら
は
生
じ
て
こ

な
い
。

　
戦
後
、
斎
藤
喜
博
は
こ
の
五
段
階
を
、
四
段
階
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
（
3
0
）

　
ω
　
個
人
学
習
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
自
分
一
人
で
学
習
し
、
一
般
的
な
基

　
　
礎
的
な
も
の
を
自
分
の
も
の
と
す
る
。
自
分
一
人
だ
け
で
や
る
学
習
で
あ

　
　
る
。

　
ω
　
組
織
学
習
、
自
分
一
人
の
学
習
を
、
学
級
の
仲
間
や
教
師
と
つ
な
げ
な

　
　
が
ら
、
拡
大
し
た
り
、
深
化
し
た
り
、
変
更
し
た
り
し
て
い
く
。
中
心
は

　
　
一
人
に
あ
る
が
、
部
分
的
に
で
あ
っ
て
も
他
の
人
間
と
交
流
し
な
が
ら
自

　
　
分
の
学
習
を
深
め
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
習
に
よ
っ
て
、
学
級
全

100一



　
体
の
学
習
が
組
織
さ
れ
て
い
く
。

③
　
一
斉
学
習
、
学
級
全
体
が
一
つ
の
共
通
問
題
を
対
象
に
し
な
が
ら
追
求

　
　
し
て
い
く
場
面
で
あ
る
。

ω
　
整
理
学
習
、
授
業
の
全
過
程
で
追
究
し
獲
得
し
た
も
の
を
、
整
理
し
、

　
　
確
実
に
学
級
全
体
や
一
人
ひ
と
り
の
も
の
に
す
る
作
業
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
後
の
も
の
は
、
練
習
学
習
を
は
ぷ
い
て
、
こ
の
四
段
階
に
し

て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
村
上
方
式
の
主
体
性
学
習
と
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
そ
の
方
も
次
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
段
階

第
二
段
階

第
三
段
階

第
四
段
階

　
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
1
）

個
人
学
習
指
導

計
画
学
習
指
導

協
力
解
決
学
習
指
導

予
習
的
課
題
把
握
学
習
指
導

予
習
的
課
題

個
人
学
習

発
表
、
診
断
、
計
画
学
習

相
互
指
導
学
習
、
教
師
指
導
学
習

次
時
予
習

八
分
節

　
こ
れ
を
四
段
階
八
分
節
の
指
導
過
程
と
し
て
示
し
て
い
る
。
（
3
ユ
）
す
な
わ
ち
、

村
上
式
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
形
式
を
踏
む
こ
と
を
尊
ん
で
い
る
の
に
対
し
、

斎
藤
式
は
内
容
と
か
成
果
に
重
き
を
お
く
の
で
あ
る
。

稲
垣
忠
彦
は
斎
藤
喜
博
の
こ
う
し
た
教
え
方
は
戦
前
も
戦
後
も
変
ら
な
い
の

だ
と
し
て
い
る
。

　
「
三
十
年
の
教
師
と
し
て
の
経
歴
に
お
い
て
”
授
業
入
門
。
”
未
来
誕
生
。
に

示
さ
れ
て
い
る
方
法
は
決
し
て
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
”
未
来
誕

生
〃
に
示
さ
れ
て
い
る
〃
予
備
学
習
〃
〃
独
自
学
習
〃
〃
発
表
学
習
㌦
発
展
学
習
〃

〃
点
検
学
習
・
の
学
習
形
態
の
原
理
は
「
教
育
記
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
「
教
室
記
」
に
そ
の
抜
き
書
き
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
教
室
園
録
」
は

昭
和
七
年
以
来
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
（
3
2
）

　
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
島
小
教
育
が
あ
の
よ
う
に
不
意
に
み
ご
と
に
展
開

さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
も
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
そ
の
基
本
に
あ
る
教
え
方
は
、

昭
和
七
年
ご
ろ
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

彼
の
教
育
方
法
は
形
式
主
義
で
も
教
条
主
義
で
も
な
く
て
柔
軟
性
を
も
っ
た
実

践
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
長
所
と
い
え
よ
う
。

　
斎
藤
喜
博
の
教
育
方
法
は
、
彼
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
信
者
と
な
る

か
、
あ
き
ら
め
る
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
彼
独
自
の
カ
ン
と
か
技
能
で
あ
る
の
で
技
術
化
で
き
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
も
し
技
術
化
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
教
師
が
簡
単
に
模
倣
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
術
と
か
技
能
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
他
人

は
彼
と
お
な
じ
く
ら
い
長
く
き
び
し
い
訓
練
、
修
養
過
程
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
よ
い
教
脊
方
法
を
創
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
形
成
的

質
の
閤
題
で
も
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、
各
々
の
人
が
み
ず
か
ら
の
質
を
高
め

て
み
ず
か
ら
の
方
式
を
開
発
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
故
、
斎
藤
方
法
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を
技
術
化
し
て
、
皆
が
こ
れ
を
猿
真
似
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性

は
な
い
。
教
育
方
法
が
芸
術
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
か
己
の

教
え
方
を
案
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
花
を
咲
か
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

三
、
表
現
の
ミ
ュ
ト
ス

　
L
　
詩
の
ミ
ュ
ト
ス

　
斎
藤
喜
博
全
集
の
第
十
四
巻
に
は
詩
群
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
数
は

三
十
た
ら
ず
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
教
育
上
の
い
わ
ゆ
る
生
活
指
導
原
理

を
メ
タ
フ
ォ
リ
ッ
ク
に
の
べ
た
も
の
と
し
て
特
に
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
詩
は
地
味
な
も
の
で
、
擬
人
化
と
か
擬
物
化
の
比
楡
と
か
、
は
な

や
か
な
表
現
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
草
や
木
や
、
石
や
川
が
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
人
生
の
生
き
か
た
を
間
接
的
に
暗
示
す
る
と
い
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
な
か
に
は
詩
ら
し
く
な
い
説
明
の
長
詩
も
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
説
明

の
方
が
教
育
の
原
理
が
一
般
に
は
わ
か
り
や
す
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

詩
の
本
質
か
ら
言
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
と
か
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
明
瞭
に
で
て
い
る

も
の
の
方
が
良
質
で
あ
る
し
、
ま
た
彼
の
本
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思

う
。　

そ
う
し
た
わ
け
で
、
わ
た
し
は
次
の
三
っ
の
も
の
が
、
彼
の
代
表
的
な
詩
で

あ
る
と
思
う
。
い
ず
れ
も
丸
山
亜
季
作
曲
に
な
っ
て
い
る
が
、
偶
然
で
あ
ろ
う

か
。　

　
樫
の
木
の
　
　
繁
れ
る
庭
の

　
　
空
の
う
え
　
　
鳥
は
飛
び
ゆ
く

　
　
高
き
も
の
　
　
見
つ
め
な
が
ら
に

　
　
燃
ゆ
る
火
を
　
求
め
て
ゆ
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
か
し
の
木
」
（
3
3
）

　
こ
の
詩
で
は
鳥
の
飛
ぷ
ス
ピ
ー
ド
感
の
で
て
い
な
い
う
ら
み
は
あ
る
が
、
「
鳥
」

を
人
間
の
生
き
か
た
と
し
て
み
る
と
き
、
自
己
向
上
の
情
熱
こ
そ
尊
い
と
す
る

見
方
が
よ
く
で
て
い
る
。
樫
の
木
は
群
馬
地
方
で
は
防
風
林
の
役
を
は
た
す
た

め
、
家
の
庭
に
植
え
る
習
慣
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
風
土
性
を
と
り
入
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
五
七
調
で
い
わ
ゆ
る
ア
ラ
ラ
ギ
的
な
短
歌
の
リ
ズ
ム
が
基
調

に
あ
る
。

　
ま
た
、
野
外
音
楽
劇
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
火
」
序
曲
に
歌
わ
れ
た
も
の
と
し

て
い
る
か
ら
、
こ
の
鳥
は
実
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
比
愉
な
の
で
あ
ろ
う
。
思
想

的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
か
ら
暗
示
を
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
か
し
の
木
」
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ス
タ
ー
ト
の
歌
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
も
の
は
プ
ロ
セ

ス
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
大
き
な
石
も
ぐ
ん
ぐ
ん
と

　
　
み
ん
な
で
押
せ
ば
動
い
て
い
く

　
　
石
が
自
分
で
動
い
て
い
く
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ぼ
く
ら
も
一
し
ょ
に
動
い
て
い
く

　
　
た
っ
た
た
っ
た
顔
あ
げ
て

　
　
知
恵
の
実
と
り
に
進
ん
で
い
く

　
　
た
っ
た
た
っ
た
胸
張
っ
て

　
　
だ
っ
た
だ
っ
た
と
進
ん
で
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
き
な
石
」
（
3
4
）

　
こ
の
詩
は
前
者
の
荘
重
さ
と
は
ち
が
っ
て
、
七
五
調
で
あ
り
、
伸
び
と
か
、

動
き
が
で
て
い
る
。
「
ぐ
ん
ぐ
ん
」
「
た
っ
た
た
っ
た
」
の
擬
音
が
こ
れ
を
助
長
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
別
名
「
島
小
行
進
曲
」
と
い
わ
れ

る
も
の
で
、
曲
と
あ
わ
せ
て
合
唱
す
る
と
き
、
ま
こ
と
に
学
校
児
童
の
カ
を
集

団
で
発
揮
す
る
前
進
的
姿
勢
が
響
き
わ
た
っ
て
く
る
。

　
こ
れ
も
い
わ
ば
源
流
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
、
カ
ミ
ュ
な
ど
の
”
シ
ジ
フ
ォ
ス
の

神
話
”
で
あ
る
こ
と
は
胡
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ジ
フ
ォ
ス
は
一
人
で
山
頂

に
重
い
石
を
押
し
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
罪
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
較
べ
て
、
子
供
た

ち
の
押
す
石
は
集
団
で
押
す
石
で
あ
り
、
や
が
て
石
が
自
分
で
動
い
て
い
く
、

と
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
い
希
望
が
湧
い
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
も
の
ご
と
を
な

す
の
が
、
知
恵
の
実
と
り
で
あ
る
と
も
教
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
詩
を
み
て
も
、
そ
の
源
泉
は
外
国
文
学
に
も
あ
る
も
の
で
あ

る
が
、
十
分
に
自
己
の
内
部
風
土
の
な
か
か
ら
発
芽
さ
せ
た
詩
形
式
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
模
倣
で
は
な
く
て
、
立
派
な
個
性
を
も
っ
て
い
る
。

第
三
に
取
上
げ
る
も
の
は
、
い
わ
ば
終
り
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
実
に
す

ぐ
れ
た
も
の
で
、
斎
藤
喜
博
の
人
間
の
鍵
は
、
実
は
こ
の
詩
一
つ
を
実
感
的
に

追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
解
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
こ
に
彼
の
仕
事
の
秘
密
が
閉
ぢ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
い
ま
終
る
一
つ
の
こ
と

　
　
い
ま
越
え
る
一
つ
の
山

　
　
風
わ
た
る
草
原

　
　
ひ
び
き
あ
う
心
の
歌

　
　
桑
の
海
　
光
る
雲

　
　
人
は
続
き
道
は
続
く

　
　
遠
い
道
　
は
る
か
な
道

　
　
明
臼
の
ぼ
る
山
も
み
さ
だ
め

　
　
い
ま
終
る
一
つ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一
つ
の
こ
と
」
（
3
5
）

　
音
韻
上
か
ら
言
え
ば
、
丁
音
が
1
8
，
K
音
が
1
2
で
あ
っ
て
、
堅
い
音
が
多
い
。

そ
こ
か
ら
、
厳
し
く
も
の
ご
と
を
完
成
し
た
も
の
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
感
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
五
七
調
を
一
音
切
り
捨
て
た
五
六
調
を
基
調
と
し
て
い

る
が
、
そ
こ
に
表
現
の
斬
新
さ
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
詩
は
一
つ
の
こ
と
を
、
耐
え
ぬ
い
て
完
了
し
た
者
の
み
味
わ
い
得
る
歌

で
あ
る
か
ら
、
完
成
の
喜
び
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
の
創
造
過
程
の
悩
み
が
な

け
れ
ば
、
こ
の
歌
に
共
感
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
こ
の
歌
が
真
に
肌
身
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に
し
み
て
わ
か
る
の
は
、
創
造
体
験
者
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
短
詩
は
、
実
は
「
こ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
し
と
い
う
長
詩
の
一
部
分
と
し

て
揮
入
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
長
詩
は
”
島
小
学
校
卒
業
式
式
辞
”
で
あ
る
。

　
「
こ
の
学
校
の
六
年
間
で
、
み
な
さ
ん
は
何
を
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
／
ま

た
先
生
た
ち
は
、
何
を
み
な
さ
ん
に
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
／
そ
の

一
つ
は
、
こ
の
あ
と
で
み
な
さ
ん
が
歌
う
／
二
っ
の
こ
と
」
の
持
っ
て
い
る

生
き
方
、
勉
強
の
仕
方
で
す
／
こ
の
歌
は
／
み
ん
な
し
て
励
ま
し
合
い
、
知
恵

を
出
し
合
っ
て
／
勉
強
や
仕
事
を
き
び
し
く
や
り
と
げ
／
そ
の
な
か
か
ら
新
し

い
高
い
仕
事
や
勉
強
を
み
つ
け
出
す
と
い
う
こ
と
を
／
こ
の
学
校
の
み
な
さ
ん

の
姿
と
し
て
歌
っ
た
も
の
で
す
」
（
3
6
）

　
二
つ
の
こ
と
」
の
短
詩
の
前
後
の
文
章
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
島
小
学
校
の
教
育
の
実
践
目
標
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
践
（
完
成
）
か
ら
く
る
強
い
精
神
で
あ
っ

て
、
説
明
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
後
の
詩
は
い
わ
ば
〃
遣
・
に
つ
い
て
の
詩
で
あ
る
。
道
に
つ
い
て
の

詩
は
、
彼
に
は
比
鮫
的
多
い
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
彼
の
遭
に
つ
い
て
の
考
え

方
は
根
本
的
に
は
東
洋
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
老
子
か
ら

毛
沢
東
に
至
る
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
「
遭
」
の
思
想
で
あ
る
。
（
3
7
）

　
前
者
、
第
一
、
第
二
の
詩
に
は
西
欧
的
な
影
響
を
み
る
が
、
第
三
に
至
っ
て
、

や
は
り
本
来
の
東
洋
的
思
想
が
実
践
に
に
じ
み
で
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
z
　
短
歌
の
ミ
ュ
ト
ス

　
「
戦
後
の
短
歌
」
と
い
う
社
会
思
想
社
版
の
な
か
の
本
に
よ
る
と
、
斎
藤
喜

博
は
”
作
歌
の
う
え
で
は
ア
ラ
ラ
ギ
の
写
生
論
を
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
ま
で

推
し
進
め
た
。
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
（
3
8
）

　
こ
こ
で
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斎
藤
喜
博
は
自
然
詠
と
い
う
よ
り
は
社

会
詠
の
方
が
多
い
。
ま
た
社
会
内
存
在
と
し
て
の
自
己
と
い
う
こ
と
を
、
た
え

ず
作
歌
の
焦
点
と
し
て
い
る
。

　
昭
和
四
年
、
十
八
才
の
と
き
短
歌
を
つ
く
り
は
じ
め
た
と
い
う
。
「
こ
の
年
は

は
じ
め
て
短
歌
を
つ
く
り
、
斎
藤
茂
吉
先
生
の
東
京
日
々
新
聞
短
歌
欄
へ
二
首
一

「
短
歌
雑
誌
」
へ
四
首
、
「
上
州
新
報
」
七
月
八
日
号
へ
七
首
、
計
十
三
首
発
表

す
る
」
（
3
9
）
、
そ
し
て
二
十
一
才
よ
り
、
ず
っ
と
ア
ラ
ラ
ギ
誌
に
投
稿
掲
載
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
三
十
五
才
、
結
社
「
ケ
ノ
ク
ニ
」
を
主
宰
し
、
約
二
十
年
間
に
つ
づ
く
活
躍

が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
歌
は
、
い
わ
ば
教
育
闘
争
の

〃
証
”
と
し
て
の
記
録
で
あ
っ
た
。
彼
の
歌
は
表
現
上
の
技
巧
で
は
な
く
、
社

会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
歌
う
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
っ
た
。
彼
の
作
晶
は
、
初
期

の
仔
情
的
な
「
羊
歯
」
、
戦
後
教
育
実
践
者
と
し
て
の
「
証
」
、
島
小
校
長
時
代
の

「
職
場
」
、
そ
の
後
の
「
職
場
以
後
」
の
四
つ
に
区
分
で
き
る
。
（
4
0
）

　
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
か
ら
数
首
を
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
庭
の
芝
生
に
か
や
つ
り
草
の
青
く
伸
び
さ
び
し
き
君
が
面
わ
浮
ぷ
も

　
月
は
い
ま
だ
上
ら
ぬ
空
を
仰
ぎ
見
る
に
厘
あ
ま
た
あ
り
て
涙
ぐ
ま
る
る
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今
ま
で
も
寂
し
か
り
け
り
こ
れ
か
ら
も
堪
へ
つ
つ
吾
は
清
く
生
き
な
む

　
望
近
き
月
の
の
ぼ
れ
る
野
を
ゆ
け
ば
あ
は
あ
は
と
し
て
赤
城
み
ゆ
る
を

　
夕
づ
け
ぱ
三
日
月
さ
や
に
か
か
り
た
る
木
立
を
越
え
て
浅
間
山
見
ゆ

　
葱
畑
に
今
宵
は
あ
か
き
月
の
ぼ
り
あ
な
さ
ぷ
し
も
よ
一
人
し
を
れ
ば

　
第
一
歌
集
に
は
、
こ
う
し
た
仔
情
的
な
も
の
や
、
恋
の
歌
が
わ
り
あ
い
に
多

い
。
斎
藤
喜
博
は
本
質
的
に
は
仔
情
歌
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

さ
え
も
す
る
。
し
か
し
、
第
二
歌
集
に
な
る
と
、
実
践
的
闘
争
者
の
歌
に
変
貌

し
て
い
く
。

　
革
命
を
待
ち
待
つ
心
た
ぎ
つ
時
出
で
て
来
て
み
る
か
ら
た
ち
の
花

　
人
を
た
た
き
の
め
す
は
わ
が
得
意
中
の
得
意
に
て
孤
独
な
る
よ
り
な
ほ
あ
は

　
れ
な
り

　
わ
れ
は
激
し
き
ス
ト
ラ
イ
キ
の
煽
動
者
に
て
夕
べ
来
り
て
利
根
岸
に
立
つ

　
四
畳
半
に
ご
た
ご
た
五
人
で
い
る
こ
と
も
み
じ
め
に
は
あ
ら
ず
覚
悟
あ
る
な

　
り

　
へ
ら
へ
ら
と
笑
ふ
こ
と
さ
へ
出
来
ぬ
う
ぬ
ら
し
わ
ば
み
し
暗
き
つ
ら
も
憎
い

　
よ

　
語
気
強
く
人
を
の
の
し
り
そ
の
夕
べ
あ
さ
ま
し
く
な
り
う
な
だ
れ
て
ゐ
る

　
敵
首
さ
れ
る
こ
と
な
ど
平
気
で
ゐ
る
妻
が
ミ
シ
ン
買
ひ
人
形
つ
く
り
地
下
足

　
袋
を
売
り
に
行
く

　
佐
波
教
員
組
合
人
事
対
策
委
員
、
西
佐
波
教
育
会
副
会
長
、
群
馬
児
童
文
化

協
会
理
事
、
県
教
組
佐
波
支
部
人
事
委
員
長
、
佐
波
郡
中
学
校
教
務
主
任
会
副

会
長
、
県
教
組
常
任
執
行
委
員
、
文
化
部
長
と
、
彼
の
日
常
は
多
忙
を
き
わ
め

て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
三
十
代
の
歌
集
で
あ
る
。

　
第
三
歌
集
は
い
わ
ゆ
る
島
小
時
代
で
あ
っ
て
、
四
十
代
、
校
長
と
い
う
管
理

者
の
立
場
の
心
労
が
で
て
い
る
。

　
己
が
身
を
か
へ
り
み
る
い
と
ま
な
き
ま
で
に
き
ほ
ひ
つ
と
め
き
こ
の
一
年
も

　
び
ん
底
に
残
る
イ
ン
キ
に
湯
を
そ
そ
ぎ
一
日
さ
ぼ
り
て
校
正
を
す
る

　
夜
半
に
目
覚
め
と
め
ど
な
く
涙
流
し
ゐ
き
あ
は
れ
と
思
ふ
過
ぎ
し
こ
と
も
今

　
の
こ
と
も

　
金
が
な
い
時
問
が
な
い
仕
事
が
間
に
合
は
な
い
み
ん
な
あ
は
れ
な
る
わ
れ
ら

　
の
生
活

　
つ
ひ
に
一
人
の
組
合
員
校
長
と
わ
れ
は
な
る
じ
り
じ
り
と
く
る
圧
力
の
な
か

　
お
の
お
の
に
苦
し
み
持
ち
て
励
む
な
れ
ば
と
き
に
ひ
そ
か
に
泣
く
さ
ま
も
み

　
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
よ

　
吹
き
つ
け
る
風
に
雨
戸
を
お
さ
へ
ゐ
る
み
じ
め
さ
は
わ
れ
の
一
生
と
思
ふ

　
つ
く
づ
く
と
教
師
が
い
や
に
な
り
て
を
り
車
引
き
て
生
き
ら
れ
る
な
ら
楽
し

　
か
ら
む
に

　
一
昆
、
は
な
や
か
に
考
え
ら
れ
も
し
た
島
小
教
育
を
さ
さ
え
る
こ
の
背
景
は
、

い
か
に
暗
く
ま
た
歯
を
く
い
し
ば
る
ほ
ど
の
意
地
で
な
さ
れ
た
面
が
あ
っ
た
か

も
知
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
次
の
も
の
は
五
十
代
、
島
小
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
安
堵
感
が
で

て
い
る
。
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大
隊
長
ぐ
ら
ゐ
か
わ
れ
は
息
つ
め
て
た
た
か
ひ
た
り
き
こ
の
十
一
年

　
テ
レ
ビ
買
は
ず
写
真
機
持
た
ず
ゐ
る
こ
と
も
わ
が
小
さ
な
意
地
の
一
つ
か

　
か
な
し
み
を
持
た
ぬ
創
造
な
ど
あ
る
も
の
か
と
思
ふ
心
に
過
ぎ
て
き
し
か
な

　
　
　
　
ひ
と
よ

　
つ
ひ
に
一
生
の
仕
事
と
な
り
ぬ
己
が
意
志
に
か
か
は
ら
ず
一
生
の
仕
事
と
な

　
り
ぬ

　
教
育
な
ど
と
い
ふ
は
か
な
き
こ
と
に
た
づ
さ
は
り
わ
れ
の
齢
も
過
ぎ
て
ゆ
く

　
・
b
し

　
石
に
坐
り
今
は
や
す
ら
ぐ
わ
が
め
ぐ
り
に
輝
き
て
咲
く
白
す
み
れ
群

　
神
戸
市
御
影
小
学
校
長
、
氷
上
正
は
そ
の
著
「
斎
藤
喜
博
の
短
歌
と
人
間
」

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
先
生
は
、
近
代
人
と
し
て
の
真
実
に
生
き
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

め
に
、
自
分
の
存
在
の
証
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
民
衆
の
一
人
と
し
て
の
批
判

や
怒
り
を
表
現
す
る
こ
と
が
自
分
に
対
し
て
真
実
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
自

分
の
証
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
〃
自
証
の
形
象
化
”
の
た
め
に
は
、

短
歌
が
”
闘
い
の
武
器
。
と
し
て
存
在
し
た
。
だ
が
、
武
器
を
ふ
り
か
ざ
す
こ

と
に
よ
っ
て
深
く
傷
つ
き
、
悲
哀
や
は
か
な
さ
を
味
わ
っ
た
。
…
…
先
生
の
三

干
余
首
の
作
晶
か
ら
こ
の
よ
う
な
人
間
変
革
の
す
さ
ま
じ
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感

じ
る
。
そ
し
て
、
う
め
く
よ
う
な
訴
え
と
叫
び
に
胸
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
思

い
が
す
る
」
（
4
1
）
と
。

　
土
屋
文
明
の
直
系
と
し
て
の
斎
藤
短
歌
は
、
い
わ
ゆ
る
歌
人
か
ら
は
そ
れ
ほ

ど
興
味
を
も
た
れ
る
作
晶
で
は
な
い
ら
し
い
。
戦
後
、
短
歌
や
俳
句
が
第
二
芸

術
と
し
て
評
価
さ
れ
た
そ
の
一
面
を
、
や
は
り
土
屋
文
明
の
ア
ラ
ラ
、
予
は
代
表

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
斎
藤
喜
博
と
い
う
人
間
の
感
受
性
の
鋭
敏
さ

か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
真
正
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
ま
で
も
な
い
。

　
彼
の
作
品
の
な
か
に
は
、
と
く
に
日
本
的
詠
嘆
と
で
も
言
う
べ
き
「
さ
び
し
」

「
か
な
し
」
「
あ
わ
れ
」
「
は
か
な
し
」
な
ど
の
表
現
が
と
く
に
多
い
。
（
4
2
）
総
歌

数
、
約
三
干
首
の
う
ち
、
お
よ
そ
三
百
五
十
首
が
そ
う
で
あ
る
。
「
羊
歯
」
で
は

約
4
0
、
「
証
」
で
は
約
7
0
、
「
職
場
」
で
は
㎜
、
「
職
場
以
後
」
で
は
8
0
が
こ
の
詠
嘆

で
あ
る
。
と
く
に
第
一
二
歌
集
の
「
職
場
」
で
は
、
こ
の
詠
嘆
が
多
く
十
五
％
と

な
っ
て
い
る
。
他
の
歌
集
の
場
合
は
1
0
％
内
外
で
あ
る
の
で
、
島
小
時
代
の
”
個
”

の
な
げ
き
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
詩
の
前
進
的
な
陽
性
さ
と
は
ち
が
っ

て
、
い
わ
ば
そ
の
裏
面
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
彼

に
と
っ
て
短
歌
は
疲
れ
を
癒
す
場
で
あ
り
、
悲
哀
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
た
め
の
泉

で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詠
嘆
的
表
現
以
外
に
と
く
に
多
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
と

し
て
は
「
や
さ
し
」
「
楽
し
」
が
あ
り
、
「
憎
し
」
「
貧
し
」
な
ど
が
あ
り
、
「
み
じ
め
」

「
か
た
く
な
」
と
言
う
表
現
も
み
ら
れ
た
り
し
た
。

　
た
だ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
あ
は
れ
」
と
い
っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
日
本
文
学
の
伝
統
的
な
自
然
に
対
し
て
の
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
で
は

な
い
。
斎
藤
喜
博
の
い
う
「
は
か
な
し
」
は
教
育
と
い
う
仕
事
が
は
か
な
い
と

い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
自
分
が
な
ん
と
も
「
あ
わ
れ
」
で
あ
る

と
い
う
、
自
己
憐
欄
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
表
現
は
教
育
実
践
に
生
涯
を
か
け
て
、
大
き
な
情
熱
を
捧
げ
た
人
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の
叫
び
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
に
ま
た
ひ
と
し
お
痛
ま
し
さ
が

沁
み
こ
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

結

…置
口P

　
以
上
、
斎
藤
喜
博
と
い
う
日
本
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
あ
る
い
は
マ
カ
レ
ン
コ
と

も
い
う
べ
き
稀
有
の
教
育
者
の
、
と
く
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
光
を

あ
て
よ
う
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
斎
藤
喜
博
の
教
え
方
を
論
理
的
、
技
術
的
に

定
着
化
し
て
、
そ
れ
を
一
般
化
し
よ
う
と
い
う
風
潮
の
み
が
つ
よ
く
、
そ
れ
を

生
み
だ
し
た
人
間
に
つ
い
て
は
研
究
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
論
理
的
思
考
の
ま
え
に
は
、
神
話
的
思
考
（
4
3
）
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

わ
た
し
は
斎
藤
喜
博
の
人
間
形
成
の
面
を
確
認
し
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
は
こ
の
よ
う
に
追
求
カ
の
た
り
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
氏
の
秘
密
は
多

か
れ
少
か
れ
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
氏
は
す
ぐ
れ
た
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で
あ
り
、
指
揮
者
的
存
在
で
あ
る
。
教
師

と
は
本
質
的
に
タ
ク
ト
を
ふ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
の
べ
て

い
る
。
（
4
4
）
し
か
し
、
そ
れ
を
現
代
流
に
言
え
ば
極
め
て
ソ
ビ
エ
ト
の
マ
カ
レ

ン
コ
の
教
育
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
カ
レ
ン
コ
も
斎
藤
喜
博
も
「
人

間
美
学
と
教
育
芸
術
」
（
4
5
）
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
見
方
を
か
え
る
と
、
両
者
と

も
闘
争
的
な
教
育
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
で
て
く
る
よ
う
だ
。
公
開
教
授
学
研

究
会
で
も
、
斎
藤
喜
博
の
〃
戦
略
と
戦
術
”
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
テ
ー
マ

を
と
っ
て
い
る
研
究
者
も
お
ら
れ
た
。
ま
た
、
全
集
の
巻
末
の
文
で
も
、
ボ
ー

グ
ェ
ン
一
ザ
ッ
プ
の
〃
戦
争
の
美
学
〃
に
似
て
い
る
と
の
批
評
も
あ
っ
た
。
（
4
6
）

　
し
か
し
、
わ
た
し
は
そ
う
は
と
ら
な
い
。
氏
は
本
来
軍
人
的
な
人
で
は
な
い
、

職
人
と
か
芸
術
家
に
な
る
べ
き
人
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
（
そ
う
し
た
意
味
で

で
は
、
む
し
ろ
宗
教
家
的
な
面
の
方
が
つ
よ
い
。
）

　
そ
れ
故
、
わ
た
し
は
柴
禺
義
松
の
「
教
師
は
芸
術
家
だ
と
い
う
の
が
、
斎
藤

さ
ん
の
か
ね
て
か
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
」
（
4
7
）
と
言
う
の
が
一
番
妥
当
性
が
あ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
わ
た
し
は
中
井
正
一
の
と
な
え

た
委
員
会
の
論
理
と
い
う
、
か
の
〃
集
団
芸
術
”
（
4
8
）
の
見
方
を
教
育
創
造
に

あ
て
は
め
た
の
が
斎
藤
喜
博
の
偉
業
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
（
そ
う
し
た
意

味
で
「
教
奮
の
演
出
」
（
4
9
）
と
い
う
著
書
を
わ
た
し
は
最
も
高
く
か
う
も
の
で

あ
る
。
）

　
な
お
、
最
近
、
斎
藤
喜
博
は
授
業
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
で
あ
り
、
教

師
や
子
供
に
こ
れ
が
欠
落
し
て
い
て
は
よ
い
教
青
活
動
が
で
き
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
が
（
5
0
）
、
そ
の
こ
と
は
や
は
り
絵
師
の
祖
父
霞
城
と
の
心
理
的
む

す
び
つ
き
に
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
、
ま
た
わ
た
し
の
つ
き
と

め
た
氏
の
神
話
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
部
分
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
香
川
大
学
）

　
　
註

（
1
）
　
峯
鼻
ぎ
ω
伝
説
、
神
話
、
象
徴
的
意
味
を
示
す
ギ
リ
シ
ャ
語
、
こ
こ
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で
は
第
三
の
意
味
で
あ
る
。

（
2
）
第
一
回
公
開
教
授
学
研
究
会
は
昭
和
四
十
九
年
八
月
七
日
、
八
日
、
九

　
　
臼
、
淡
路
島
、
洲
本
四
州
園
に
て
行
な
わ
れ
、
全
国
よ
り
約
五
百
名
の

　
　
参
加
者
が
あ
っ
た
。
斎
藤
喜
博
は
「
教
育
実
践
で
の
創
造
」
を
発
表
し

　
　
た
。

（
3
）
斎
藤
喜
博
全
集
（
国
土
社
、
昭
4
6
）
第
十
二
巻
、
一
四
頁
、
「
可
能
性
に

　
　
生
き
る
」

（
4
）
全
集
第
一
巻
、
四
八
○
頁
、
「
教
室
記
」

（
5
）
全
集
第
十
四
巻
、
一
ニ
ハ
頁
、
「
子
供
へ
の
物
語
」

（
6
）
全
集
十
二
巻
、
八
頁
「
可
能
性
に
生
き
る
」

（
7
）
　
　
〃
　
　
　
九
頁
「
　
〃
　
」

（
8
）
　
　
〃
　
　
二
頁
「
〃
」

（
9
）
氷
上
正
「
斎
藤
喜
博
の
短
歌
と
人
間
」
、
国
土
社
、
昭
4
9
、
四
〇
頁

（
1
0
）
全
集
十
四
巻
、
三
〇
六
頁
、
「
君
の
可
能
性
」

（
u
）
全
集
第
十
二
巻
、
三
二
頁
、
「
可
能
性
に
生
き
る
」

（
〃
）
大
井
恵
夫
「
土
屋
文
明
1
ー
そ
の
故
郷
と
歌
－
」
換
乎
堂
、
昭
4
8
、

　
　
四
頁

（
”
）
　
　
〃
　
二
十
二
頁

（
μ
）
斎
藤
正
二
編
「
戦
後
の
短
歌
」
、
社
会
思
想
社
、
昭
幻
、
五
二
頁

（
妨
）
　
　
〃
　
　
ニ
ハ
七
頁

（
蝸
）
　
「
世
界
」
岩
波
書
店
、
昭
2
1
曲
H

（
1
7
）

（
1
8
）

（
犯
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

「
土
屋
文
明
」
、
一
八
一
頁

「
戦
後
の
短
歌
し
、
三
四
〇
頁

　
　
〃
　
　
　
　
…
二
八
頁

土
屋
文
明
「
短
歌
入
門
」
、
角
川
書
店
、
昭
3
0
、
二
〇
〇
頁

「
土
屋
文
明
」
、
一
七
二
頁

全
集
十
二
巻
、
二
…
頁

　
　
〃
　
　
　
一
七
八
頁

全
集
第
一
巻
、
　
二
六
頁
、
「
教
室
愛
」

　
　
〃
　
　
　
二
、
三
頁
、
「
　
〃
　
」

　
　
〃
　
　
　
三
四
六
頁
、
「
教
室
記
」

こ
の
時
「
さ
く
ら
、
さ
く
ら
」
の
指
導
も
さ
れ
て
、
終
止
点
は
次
の
闘

始
点
を
ふ
ま
え
て
終
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
終
止
符
は
生
き
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
た
。

第
一
巻
、
二
一
頁
、
「
教
室
愛
」

　
〃
　
　
四
四
六
頁
、
「
教
室
記
し

第
六
巻
、
一
九
九
頁
、
「
授
業
の
展
開
」

季
刊
「
主
体
的
学
習
」
、
明
治
図
書
、
昭
4
7
、
六
頁
、
右
側
に
示
し
た
も

の
が
四
段
階
、
左
側
に
示
し
た
も
の
が
八
分
節
で
あ
る
。

全
集
第
四
巻
、
四
五
九
頁
、
「
未
来
誕
生
」

全
集
第
十
四
巻
、
三
五
五
頁
、
「
詩
群
」

　
　
　
〃
　
　
　
三
二
七
頁
、
「
〃
」
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（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

44 43
（
4
5
）

全
集
第
十
四
巻
、
…
三
二
頁
、
「
詩
群
」

　
　
　
〃
　
　
　
三
三
四
頁
、
「
〃
」

斎
藤
秋
男
。
他
訳
「
続
毛
沢
東
教
育
論
」
、
青
木
書
店
、
昭
4
1
「
体
育
は

ひ
と
つ
の
道
で
あ
っ
て
徳
育
、
知
育
と
組
み
あ
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

ニ
ニ
五
頁

「
戦
後
の
短
歌
」
、
二
〇
三
頁

全
集
第
十
五
ノ
ニ
巻
、
二
九
七
頁
、
「
年
譜
」

　
　
〃
　
　
十
七
頁
－
二
九
〇
頁

「
斎
藤
喜
博
の
短
歌
と
人
間
」
、
二
頁

総
歌
数
三
〇
三
二
首
の
う
ち
、
「
あ
わ
れ
」
二
一
首
、
「
さ
び
し
」
一
〇

九
首
、
「
か
な
し
」
六
三
首
、
「
は
か
な
し
」
五
七
首
、
「
や
さ
し
」
五
〇
首
、

「
楽
し
」
三
四
首
、
「
み
じ
め
」
二
四
首
、
「
貧
し
し
二
一
首
が
数
え
ら
れ

た
が
、
ま
だ
み
お
と
し
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

北
沢
方
邦
「
構
造
主
義
」
、
講
談
社
、
昭
4
3
、
ニ
ハ
一
頁

』
－
句
．
曽
撃
冨
ユ
一
g
①
g
ω
誌
箏
く
o
ユ
①
ω
昌
σ
q
彗
事
①
『

霊
α
潟
曇
甲
冨
竃
旨
爵
；
｝
h
一
＆
ユ
9
患
『
冨
昌
霊
－

3
α
q
O
σ
q
一
ω
O
冨
ω
O
茅
ま
彗
1
じ
O
似
二

宰
易
↓
オ
＆
竃
一
＞
Φ
ω
暮
9
穴
Φ
一
ω
霊
農
σ
q
O
σ
q
ぎ
箒
9
量
－

α
ま
ω
ω
9
ω
O
冨
9
H
①
ミ
穴
簑
箏
9
①
邑
①
ぎ
潟
冒
α
宰
泣
票
－

¢
潟
ω
ぎ
易
7
　
ε
に
佐
々
木
吉
三
郎
「
教
育
的
美
学
」
三
巻
、
明

4
5
、
敬
文
館

（
4
6
）
全
集
第
十
五
ノ
ニ
巻
、
四
六
〇
頁
「
そ
の
き
び
し
い
実
践
の
な
か
で
、

　
　
ベ
ト
ナ
ム
人
民
の
勝
利
の
鍵
と
し
て
〃
軍
事
芸
術
。
と
い
う
概
念
を
だ

　
　
し
て
い
る
」
（
州
上
武
）

（
4
7
）
全
集
別
巻
一
、
六
五
八
頁

（
4
8
）
中
井
正
一
全
集
、
第
二
巻
（
「
集
団
美
の
意
義
」
）

（
4
9
）
全
集
、
第
五
巻

（
5
0
）
斎
藤
喜
博
「
教
育
実
践
で
の
創
造
」
（
公
開
教
授
学
研
究
会
）
昭
4
9
．
8
、

　
　
稲
垣
忠
彦
「
授
業
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
」
（
教
授
学
研
究
4
）
国

　
　
土
社
、
昭
4
9
、
八
頁
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