
①

生
活
と
文
化
の
有
機
的
統
合
へ
の
志
向

国
語
教
育
の
理
論
お
よ
び
実
践
の
枠
組
は、
大
局
的
観
点
か
ら
す
れ
ば、
言

語
生
活
と
言
語
文
化
と
を一
体
的
関
連
構
造
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
く
と
こ
ろ

に
あ
る。
言
語
生
活
と
言
語
文
化
と
を、
各
論
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
お
い

て、
個
別
的
に
そ
の
状
況
や
構
造
を
分
析
し
体
系
的
に
把
掘
し
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
あ
る
が、
そ
の
前
提
と
し
て
常
に
そ
の
両
者
を一
体
的
に、

巨
視
的
に

と
ら
え
て
い
く
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

微
視
的
な
視
点
と
巨
視
的
な
視
点
に
分
け
た
場
合、
往
々
に
し
て
後
者
の
巨

視
的
な
視
点
は
見
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る。
例
え
ば、
あ
る
―
つ
の
文
学
作
品
を

教
材
化
し
て
授
業
を
展
開
す
る
場
合、
徹
底
的
に
そ
の
教
材
を
分
析
的
に
研
究

し、
そ
し
て
微
に
入
り
細
に
入
り
丹
念
に
分
析
的
な
指
導
を
展
開
す
る。
こ
の

よ
う
な
岳
導
も
も
ち
ろ
ん
重
要
て
か
つ
必
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
つ
ま
で
も

な
い
が、
そ
の
作
品
や
教
材
の
全
体
像
を
見
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
指

導に
陥

ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
教
材
の
内
部
へ
の
微
視
的
分
析
は
鋭

＜
緻
密
て
あ
っ
て
も、
そ
の
教
材
の
全
体
的
で
巨
視
的
な
把
掘
や、
教
材
の
相

I

は
じ
め
に

—
島
木
赤
彦
（
久
保
田
俊
彦）

西
尾
実
国
語
教
育
論
の
探
究

対
的
位
罹
づ
け、
さ
ら
に
は
教
材
相
互
の
関
係
な
ど
に
な
る
と
十
分
で
は
な
か

っ
た
り
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い。
こ
の
よ
う
に
一
っ
の
教
材
の
場
合
で
も、

微
視
的
な
見
方
と
同
時
に
巨
視
的
な
見
方
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
に、
国
語

教
育
の
個
々
の
領
域
を
包
み
込
む
全
体
的
で
巨
視
的
な
視
点
や
視
野
を
も
つ
こ

と
を
常
に
心
が
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
こ
に
そ
の
枠
組
と
し
て、

生
活
と
文
化、
言
語
生
活
と
言
語
文
化
を一
体
的
関
連
構
造
に
お
い
て
と
ら
え

て
い
く
方
向
が
考
え
ら
れ
る。

歴
史
的
に
み
た
場
合、
こ
の
問
題
に
対
し
て
と
く
に
多
大
な
業
績
を
残
し
た

の
が
西
尾
実
で
あ
る。
筆
者
の
課
題
は、
西
尾
実
の
国
語
教
育
論
の
成
立
過
程

を
究
明
し
つ
つ、
生
活
と
文
化
の
統
合
の
閲
起
を
中
心
に
再
検
討
し
て
い
く
と

こ
ろ
に
あ
る。
本
小
稿
も
そ
の
一
環
で、
西
尾
の
国
語
教
育
観、

あ
る
い
は

「
言
語
生
活
主
義」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
西
尾
理
論
の
成
立
と
島
木
赤
彦
の
教

(1)
 

育
論
や
教
育
活
動
と
の
関
係
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

島
木
赤
彦
は一
般
に
は
ア
ラ
ラ
ギ
派
歌
人
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る

け
れ
ど
も、
本
稿
で
は
歌
人
と
し
て
で
は
な
く、
教
育
者
と
し
て
の
赤
彦
に
視

点
を
あ
て、
そ
こ
か
ら
西
尾
に
と
っ
て
の
赤
彦
を
問
迎
に
し
て
い
き
た
い。
な

お、
教
育
者
と
し
て
の
島
木
赤
彦
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は、
本
名
の
久
保
田

の
教
育
論
と
の
関
係
か
ら
|
|
（
そ
の
1
)

原

隆
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俊
彦
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
が 、
本
稿
で
は
「
島
木
赤
彦」
の
雅
号
を
使
っ
て

い
く
こ
と
に
す
る。

③

西
尾
•

島
木
の
略
年
讀
に
み
る
特
徴

注
③
は
二
人
の
青
年
時
代
を
中
心
に 、
相
関
的
に
整
理
し
た
略
年
譜
て
あ

る。
島
木
は
明
治
九
年 、
西
尾
は
明
治
二
二
年
に 、
と
も
に
長
野
県
の
南
部 、

南
信
州
に
生
ま
れ
る。
時
代
的
に
は 、
わ
が
国
の
教
育
制
度
が
し
だ
い
し
だ
い

に
確
立
さ
れ
発
展
し
て
い
っ
た
時
期
に
あ
た
る。
寺
子
屋
の
時
代
が
終
わ
り 、

近
代
学
校
教
育
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
に
生
ま
れ 、
そ
の
新
教
育
制

度
の
学
校
教
育
を
受
け
て
育
っ
た。
ま
た 、
言
文一
致
が
し
だ
い
に
浸
透
し
て

い
っ
た
時
代
に
青
少
年
期
を
お
く
り 、

文
学
界
の
新
し
い
流
れ
の
影
孵
も
受
け

て
い
っ
た。

島
木
の
父
親
は
明
治
維
新
後
小
学
校
の
教
員
を
つ
と
め 、
西
尾
の
父
親
は
農

業
に
従
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が、
祖
父
お
よ
び
曾
祖
父
は
手
習
い
師
匠
を

つ
と
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
し
た
が
っ
て 、
島
木
も
西
尾
も
文
化

的 、

教
育
的
な
家
庭
環
境
で
育
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
こ
の
こ
と

は 、
二
人
の
教
育
観
や
教
育
思
想
に
影
署
を
与
え
て
い
っ
た
よ
う
に
息
わ
れ

る。
す
な
わ
ち 、
一
方
で
は
前
近
代
的
な 、
あ
る
い
は
寺
子
屋
的
な
生
き
方
や

考
え
方
を
内
包
し 、
そ
れ
ら
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
し
て
内
に
持

ち
つ
つ 、
新
し
い
近
代
的
な
生
き
方
や
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る。
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は 、
近
代
の
合
理
主
義
的
生
き
方
や
考
え
方
に
対

し
て
は 、
そ
れ
を
迎
え
入
れ
た
と
い
う
よ
り
も 、
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る 。

島
木
は
西
尾
よ
り一
三
歳
年
輩
に
な
る
が 、

そ
の
一
三
年
間
を
へ
だ
て
つ

つ 、
二
人
は
似
た
よ
う
な
道
を
歩
い
て
い
る。
高
等
小
学
校
卒
業
後 、
一
五
歳

で
と
も
に
小
学
校
の
代
用
教
員
を
つ
と
め
て
い
る。
そ
れ
ぞ
れ
数
年
間
代
用
教

員
を
し
た
後 、
明
治
二
七
年
お
よ
び
三
九
年
に
長
野
師
範
学
校
に
入
学
し
て
い

る
の
で
あ
る。
現
代
で
は
一
五
歳
で
か
り
に
代
用
教
員
で
あ
っ
て
も
教
壇
に
立

つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が 、
二
人
の
こ
の
よ
う
な
履
歴
は
当
時
の

立
身
出
世
の
代
表
的
な
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

西
尾
が
長
野
師
艇
学
校
に
入
学
し
た
時
に 、
島
木
と
の
出
会
い
が
始
ま
っ

た。
す
な
わ
ち 、
大
池
蚕
雄 、
五
味
義
武 、
金
原
省
吾
な
ど
と
同
級
生
に
な
り

そ
の
金
原
省
吾
か
ら
た
び
た
び
赤
彦
の
こ
と
を
間
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る。
金
原
省
吾
は
長
野
師
艇
学
校
入
学
以
前
に 、
島
木
が
明
治
三
三
年
か

ら
玉
川
尋
常
高
等
小
学
校
に
勁
務
し
て
い
る
折 、
そ
こ
の
高
等
科
に
在
籍
し
若

(
3)

 

き
赤
彦
の
教
育
を
受
け 、
強
烈
な
印
象
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る。
西
尾
は
当

時
の
状
況
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。

〇
…

師
艇
在
学
当
時 、
諏
訪
出
身
の
友
人
た
ち
は 、
す
で
に
哲
学
に
関
し
文

学
に
関
し
科
学
に
関
し
て 、
何
か一
家
言
を
も
っ
て
い
た。
別
け
て
も 、
島

木
赤
彦
先
生
に
補
習
科
で
指
導
さ
れ
て
き
た
河
西
（
金
原）
省
吾
な
ど
は 、

当
時
す
で
に 、
一
種
の
卓
見
を
吐
い
て 、
人
を
驚
か
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た。

下
伊
那
の 、
し
か
も
南
の
山
里
で
教
育
を
受
け
て
い
た
わ
た
く
し
は 、
驚
く

(

4

)
 

こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た。
．．．

 

〇
当
時
赤
彦
は 、
菊
沢
に
住
み 、
そ
の
宿
を
合
歓
庵
と
称
し 、
毎
週
土
耀
の

夜 、
青
年
教
育
者
の
有
志
を
集
め
て 、
教
育
を
論
じ 、

文
化
を
語
っ
た。
金

原
省
吾
（
旧
性
河
西）
は 、
そ
の
時
高
等
科
に
在
籍
し 、

赤
彦
の
人
間
的
教

育
を
受
け 、
か
つ
作
歌
の
門
人
と
な
っ
た。
私
が
師
範
在
学
中 、
金
原
か
ら

(
5)

 

聴
か
さ
れ
た
赤
彦
の
教
育
は 、

実
に
目
新
し
く

耳
新
し
い
数
々
で
あ
っ
た。

恐
ら
く
赤
彦
は 、
型
破
り
の
個
性
農
か
な
青
年
教
師
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い。
「
教
育
を
論
じ 、

文
化
を
語」
り 、
さ
ら
に
は
野
球
の
練
習
に
大
変
熱
心

で 、
そ
の
た
め
に
時
に
授
業
を
午
前
で
打
ち
切
り 、
午
睡
を
生
徒
に
さ
せ
た
あ
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II

と
野
球
の
練
習
に
打
ち
込
ま
せ
た
と
も
い
わ
礼
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
を

金
原
は
目
の
当
た
り
に
見、

そ
砂
を
同
級
生
の
西
尾
な
ど
に
さ
か
ん
に
語
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

師
範
学
校
卒
業
後、

島
木
も
西
尾
も
小
学
校
の
教
員
を
つ
と
め、

島
木
は
三

九
歳
の
時
上
京
し
歌
作
に
専
念
し
ア
ラ
ラ
ギ
の
編
集
に
従
事
す
る
。

西
尾
は
二

四
歳
の
時
東
京
帝
国
大
学
に
選
科
生
と
し
て
入
学
す
る
。

歌
作
の
道
と
学
問
の

道
と
多
少
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も、

と
も
に
内
に
秘
め
た
旺
盛
な
意
欲
や
情

熱
に
は
共
通
す
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

そ
の
後、

淑
待
高
等
女
学
校
で
は、

期
間
は
長
く
な
い
け
れ
ど
も、

机
を
並

べ
て
勁
務
を
し
て
い
る
。

明
治
四
二
年
に
は
雑
誌
『
信
濃
教
育
』

の
編
集
主
任

に
島
木
が
就
任
し、

大
正
一
一

年
か
ら
は
西
尾
が
編
集
主
任
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に、

二
人
の
略
歴
に
お
い
て
か
な
り
類
似
し
た
側
面
を
見
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
一

三
年
先
輩
の
島
木
は、

西
尾
に
と
っ
て
か
な
り
身
近
な
存
在

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
尾
は
島
木
に
全
幅
の
信
頼
を
よ
せ
た
わ
け
で
は
必

ず
し
も
な
く、

赤
彦
の
生
き
方
や
考
え
方
に
大
い
に
同
調
し
た
わ
け
で
は
必
ず

し
も
な
い
け
れ
ど
も、

直
接
間
接
少
な
か
ら
ず
影
態
を
受
け
て
い
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。

教
育
者
と
し
て
の
島
木
赤
彦

西
尾
が
島
木
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
轡
を、

肛
接
間
接、

受
け
て
い
っ

た
の

か、

あ
る
い
は、

西
尾
は
島
木
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か、

と
い

っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
前
に
、

本
章
で
は
ま
ず
島
木
の
個
性
的
な
教
育
活
動
や

教
育
論
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

島
木
赤
彦
の
教
育
観
や
革
新
的
と
も
言
っ
て
い
い
よ
う
な
教
育
活
動
は、

明

治
三
一

年
三
月
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
池
田
町
会
染
尋
常
高
等
小
学
校
の
訓
禅

に
な
っ
て
か
ら、

大
正
三
年
に
諏
訪
那
視
学
を
退
職
し
て
歌
作
に
専
念
す
る
た

め
に
上
京
す
る
ま
で
の
約
一

五
年
間
の
教
育
活
動
お
よ
び
そ
の
間
の
論
文
や
職

員
会
誌
等
の
記
録
に
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

赤
彦
が
二
三
歳
か
ら
三
九

歳
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
『
信
濃
教
育
』

に
は
五
0
余
編
の
教
育
関
係
の
論
文

を
寄
せ
て
い
る
が、

そ
の
多
く
は
大
正
三
年
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し、

大
正
三
年
以
前
に
青
年
教
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
の
論
文
や
記

録
の
方
に
む
し
ろ
赤
彦
の
情
熱
的
で
斬
新
な
教
育
論
や
教
育
活
動
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た、

そ
の
主
張
や
教
育
活
動
に
は
現
代
に
お
い
て
も
傾
聴
に
値

す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下、

筆
者
か
ら
見
た
赤
彦
の
教
育
論
や
教
育
活
動
を
三
つ
の
観
点
か
ら
整

理
し
検
討
し
て
み
た
い
。

切

赤
彦
の
個
性
と
個
性
邸
重
の
教
育

幼
少
年
時
代
の
赤
彦
（
当
時
は
塚
原
俊
彦）

は、

か
な
り
の
腕
白
小
僧、

い

た
ず
ら
小
僧
で
、

ほ
と
ん
ど
の
教
師
が
赤
彦
に
は
手
を
焼
い
た
よ
う
で
あ
る
。

時
に
は、
「
教
師
の
机
の
中
に
鰍
糾
を
入
れ
て
お
く
と
云
っ
た
よ
う
な
田
舎
む

(

6

)
 

き
出
し
の
わ
る
さ
」
（
銅
糾
•
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
）

も
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま

た
そ
の
一

方
で
純
真
で
涙
も
ろ
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
の
自
然
の

ま
ま
の
純
粋
な
個
性
が
教
育
者
と
し
て
の
島
木
赤
彦、

歌
人
と
し
て
の
赤
彦
を

支
え
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
信
濃
教
育
』

の
追
悼
号
に
寄
せ

た
守
屋
喜
七
の
次
の
一

節
は、

教
育
者
と
し
て
の
赤
彦
を
よ
く
描
き
出
し
て
い

る
。....

 ：
学
校
生
活
に
於
け
る
玉
川
時
代
や、

上
諏
訪
で
岩
垂
校
長
を
輔
け
た
時

代
な
ど、

学
校
職
員
何
れ
も
が
君
の
真
率
で
開
け
放
し
の
点
に
服
し
て
、

心

の
底
か
ら
君
を
中
心
に
為
事
を
楽
む
風
が
見
へ
た
。

子
供
に
向
っ
て
も、

さ

う
で
あ
っ
た
。

教
壇
に
立
っ
て
君
は
急
に
態
度
を
か
へ
た
り、

四
角
張
っ
た
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物
言
ひ
な
ど
し
な
か
っ
た。
君
は
何
時
も
君
の
自
然
を
其
儘
に
発
露
さ
れ

た
。

時
々
地
味
な
君
独
特
の
面
白
い
調
子
が
出
る
の
で、

子
供一
同
が
ど
っ

と
笑
ひ
出
す。

君
迄
が
可
笑
し
く
て
ア
ノ
屈
毛
の
談
い、

慰
い
眺
の
丸
る
い

邸
に
笑
ひ
を
含
ん
で
そ
れ
を
こ
ら
へ
な
が
ら
教
授
す
る。

時
に
よ
る
と
遂
に

圧
さ
へ
切
れ
ず
に
吹
き
出
す。

す
る
と
子
供
は
更
に
笑
ふ
そ
の
笑
ひ
が
長
く

続
く。
一
時
間
に
二
度
や
三
度
は
此
笑
声
が
隣
室
迄
聞
へ
た
。

併
し
其
笑
ひ

が
止
む
と
共
に
教
授
に
活
気
が
加
は
っ
た
。

子
供
は
君
の
談
話
に
全
体
が
間

き
惚
れ、

教
室
は
水
を
打
っ
た
様
な
除
粛
さ
に
返
っ
た
。

子
供
の
視
線
は
全

部
教
師
に
集
注
し
て
参
観
者
迄
が
我
を
忘
れ
て
夫
に
引
込
ま
れ
た
も
の
だ。

君
の
頻
を
見
れ
ば
子
供
は
始
々
と
し
て
喜
び、

卒
業
生
は、

今
猶
君
を
慕
て

忘
れ
な
い
。

思
ふ
に
君
の
飾
ら
ざ
る
真
実
さ
が
何
時
と
な
し
に
子
供
心
に
泌

(
7)
 

み
入
っ
た
為
め
で
あ
ら
う·
:·
:0

こ
の
引
用
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に、

赤
彦
の
教
育
活
動
や
教
育
論
は
島
木
自

身
の
個
性
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
て
き
な
い
で
あ
ろ
う。

島
木
の
純
真

素
朴
な、

自
然
の
ま
ま
の
個
性
が、
「
飾
ら
ざ
る
真
実」

と
な
っ
て
「
子
供
心

に
泌
み
入
っ
」
て
い
っ
た
の
で
あ
る。

彼
の
教
育
は、
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
個

性
の
上
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

こ
の
こ
と
は
教
師
論
の
一
環
と
し
て
学
ぶ
べ
き
点
を
も
ち、

豊
か
な
個
性
と

い
う
も
の
が
教
師
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
語

っ
て
い
よ
う。

筆
者
が
島
木
の
教
育
活
動
で
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
は、

個
性
豊

か
な
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
っ
と
し
て
も、

そ
の
点
よ
り
は
む
し
ろ、

そ
の
佃
性
を
根
底
に
し
な
が
ら、

児
箪
ひ
と
り
ひ
と
り
の
徊
性
を
真
実
大
切
に

し
伸
ば
す
こ
と
を
教
育
の
眼
目
と
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

個
性
尊
重
の

教
育
が．
赤
彦
の
教
育
理
念
の
中
核
を
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
の
よ
う
な
教
育
方
針
は、

校
長
と
し
て
最
後
に
動
務
し
た
玉
川
小
学
校
の

「
訓
練
綱
要」
（
明
治
四
五
年）

に
そ
の
一
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第

二
節
で、
「
児
窪
ノ
佃
性
ヲ
尊
重
シ
テ
指
導
ス
ベ
シ
」
と
題
し
て、

次
の
よ
う

に
指
針
を
の
べ
て
い
る。

各
児
菫
ノ
個
性
ハ
各
児
菫
ノ
気
質
ヲ
幽
礎
ト
シ
テ
発
達
セ
シ
ム
ベ
シ
°
:·
…

要
ス
ル
ニ
、

各
児
箪
ソ
レ
ゾ
レ
ニ
特
殊
ナ
ル
気
質
ア
リ
テ
ソ
レ
ヨ
リ
順
次
佃

性
を
形
成
シ
行
ク
ヲ
思
フ
ヲ
要
ス
。

訓
練
ノ
基
礎
が
個
人
的
ナ
ル
ベ
キ
所
以

モ
亦
弦
二
存
ス
。

教
師
ハ
児
菫
ノ
個
性
二
関
シ
細
密
ナ
ル
観
察
卜
指
郡
ト
ヲ
(
8)
 

ナ
ス
ベ
シ
。
コ
レ
ガ
タ
メ
ニ
ハ
個
人
別
記
入
ノ
経
歴
簿
ヲ
備
フ
ル
ヲ
要
ス
。

個
性
を
尊
重
し
て
い
け
ば
当
然
「
個
人
的
ナ
ル
ベ
キ
」

指
導
や
配
慮
が
必
要

で
あ
り、

そ
の
た
め
の
も
の
と
し
て
「
個
人
別
記
入
ノ
経
雁
罰」
の
必
要
を
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る。

赤
彦
は
こ
れ
よ
り
一
0
年
余
前
に
新
卒
の
教
師
と
し

て
勤
め
た
会
染
小
学
校
に
お
い
て、

す
で
に
徊
人
別
の
生
徒
経
歴
簿
を
書
い
て

い
る
。
そ
こ
に
開
か
れ
た
生
徒
の
経
歴
簿
の
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も、

ひ
と
り

ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に
聰
重
し
よ
う
と
す
る
態
度、

さ
ら
に
は
丹
念
な
観
察

や
洞
察
を
み
る
こ
と
が
で
き
る。

例
え
ば、

某
生
徒
に
つ
い
て、

本
籍
•
生
年

月
・
家
族
・
体
格
の
あ
と
学
業
に
つ
い
て
言
及
し、

そ
の
一
文
に

…·
：
教
場
ニ
テ
左
顧
右
時
肝
要
ノ
場
合
ニ
モ
人
卜
談
話
ヲ
試
ム
ル
等
ノ
事
ハ

彼
レ
ガ
学
科
二
対
ス
ル
興
味
ヲ
惹
起
ス
ル
ノ
日
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
決
シ
テ
コ
レ

ヲ
抑
圧
ス
ル
事
能
ハ
ザ
ル
可
シ
。
：·

と
あ
る。
い
か
に
も
赤
彦
ら
し
い
。

も
ち
ろ
ん、

自
由
に
放
任
し
て
お
け
ば
い

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ま
た、

性
格
に
つ
い
て

は
感
想
を
ま
じ
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る。

：·
：
意
志
ノ
薄
弱
ナ
ル
斯
ノ
如
ク
身
体
ノ
弱
キ
コ
ト
斯
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
同
時

二
―
面
ニ
ハ
又
悪
気
ナ
キ
無
邪
気
ナ
ル
悪
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
一
種
ノ
性
質
ヲ
ソ

ノ
屈
間
二
露
ハ
シ
ッ
、
ア
ル
ハ
セ
メ
テ
彼
ノ
生
命
卜
言
フ
可
キ
ナ
リ
ソ
ノ
欲
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気
ナ
ク
淡
白
ニ
ジ
テ
意
外
二
活
発
ナ
ル
遊
戯
ヲ
好
ミ

教
師
二
意
見
ヲ
加
ヘ
ラ

ル
、
ト
キ
ハ
真
二
困
入
リ
タ
ル
面
ヲ
ナ
ス
如
キ
ハ
ソ
ノ
美
点
ナ
ル
可
ク
成
長

(
9)

 

シ
テ
思
案
ノ
出
ズ
ル
ア
ラ
バ
相
応
ノ
成
功
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ン
カ

教
師
論
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
時 、

生
徒
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
教
師
の
側

の
悟
性
も
大
切
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
け
れ
ど
も 、

個
性
と
い
う
も
の

の
本
質
か
ら
い
っ
て

、

教
師
の
資
質
と
し
て
個
性
の
実
質
を
一

般
化
す
る
こ
と

は
困
難
で
も
あ
る
。

む
し
ろ
教
師
論
と
し
て

、

教
師
の
資
質
と
し
て

、

求
め
る

べ
き
こ
と
は 、

児
童
ひ
と
り
ひ
と
り
の
偏
性
を
見
る
目
を
も
ち 、

そ
れ
を
い
か

に
伸
長
し
て
い
け
る
か
と
い
う
よ
う
な
資
質
で
あ
ろ
う。

こ
の
点
か
ら
み
て

も 、

赤
彦
が
書
い
た
生
徒
経
歴
簿
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

赤
彦
の
目
は 、

児
童
の
側
に
あ
る
。

そ
し
て
児
童
ひ
と
り
ひ
と

り
の
小
さ
な
個
性 、

時
に
は
頭
か
ら
抑
圧
し
て
し
ま
い
そ
う
な
感
情
的
な
露
見

に
対
し
て
も 、

こ
ま
や
か
な
配
慮
を
し 、

長
い
目
で
見
守
っ
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
。

赤
彦
は
当
時
二
四
歳
前
後
の
若
き
教
師
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

す

で
に
人
間
と
し
て
の
幅
の
広
さ 、

度
量
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

本
節
で
最
後
に
言
及
し
て
お
き
た
い
こ
と
は 、

島
木
の
個
性
観
で
あ
る
。

赤

彦
自
身
が
自
然
の
ま
ま
の
純
真
な
涸
性
に
生
き
た
の
と
同
様
に 、

児
童
に
対
し

て
も
純
真
で
無
邪
気
な
個
性
を
大
切
に
し
た
。

赤
彦
の
言
葉
を
借
り
て
い
え

(

10

)
 

ば 、
「
動
物
性」

で
あ
る
。

こ
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
能
的
な
動
物
性
を
矯
正
助

長
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
人
間
性
は
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て

、

子
供
が

時
折
示
す
無
目
的
で
無
意
識
的
な
興
奮 、

恐
怖 、

喜
悦 、

悲
哀
な
ど
を
頭
か
ら

抑
圧
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

本
能
的
な
動
物
的
な
個
性
を

尊
重
し 、

そ
れ
を
長
い
目
で
見
守
り
矯
正
助
長
し
て
い
く
こ
と 、

こ
れ
が
島
木

自
身
が
教
育
者
と
し
て
も
歌
人
と
し
て
も
生
き
て
き
た
道
で
あ
る
と
同
時
に 、

島
木
の
教
育
理
念
お
よ
び
教
育
実
践
の
原
点
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

②

教
育
の
刷
新

赤
彦
は
新
卒
の
教
師
時
代
か
ら 、

教
育
の
刷
新
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
。

さ
ま

ざ
ま
な
斬
新
な
教
育
活
動
や
提
唱
を
行
っ
た
。

①
で
み
て
き
た
個
尊
性
重
の
教

育
や
生
徒
経
歴
簿
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
が 、

教
師
の
修
養
と
い
う
こ
と
に
対
し

て
も
か
な
り
力
を
入
れ
て
い
た
。

生
徒
経
歴
簿
を
丹
念
に
記
載
し
て
い
っ
た
の

と
同
じ
頃 、

す
な
わ
ち
新
卒
の
二
年
目
に 、

校
内
誌
の
『
小
天
地』

に
「
我
校

幣
ヲ
論
ジ
テ
同
人
諸
士
二
訴
フ
」

と
題
し
て 、

青
年
教
師
と
し
て
か
な
り
思
い

切
っ
た
主
張
を
の
べ
て
い
る
。

次
の
よ
う
に
箇
条
書
き
か
ら
始
ま
る
も
の
で 、

こ
れ
は
島
木
の
教
師
論
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

短
所
ノ
暴
露
卜

進
歩

我
校
二
対
ス
ル
研
究
ヲ
起
セ

主
張
ナ
キ
親
密
卜

腐
敗

研
究
心

五
時
間
ノ
授
業
卜

疑
問

職
員
会
ノ
寂
蓼

社
会
二
対
ス
ル
交
際

学
校
ノ
威
厳

殊
二
校
長
二
望
ム

生
徒
二
対
シ
テ

絶
対
的
威
厳
卜

真
正
ナ
ル
従
順
親
密

一

時
的
従
順
卜
「
意
気
地
ナ
シ
」

未
来
ノ
希
望
ョ
リ

生
ミ

来
ル
活
動
卜

現
在
的
活
動 、

即
チ
卒
業
後
二
生
ク
ル

教
育
卜 、

在
学
中
丈
ケ
ノ
教
育

盛
大
ナ
ル
野
球
ハ
学
校
ノ
外
観
ヲ
衛
フ
為
メ
ニ
非
ズ

以
上

一

番
最
後
に
野
球
の
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
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赤
彦
は
野
球
に
相
当
熱
心
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
箇
条
書
き
に
の

べ
た
あ
と
順
次
島
木
の
主
張
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が、
「
短
所
ノ
暴
露
卜

進
歩」
や
「
醐
員
会
ノ
寂
蓼」
の
と
こ
ろ
の
主
張
に
は、
教
育
界
の
慣
れ
合
い

的
な
虚
飾
に
み
ち
た
空
気
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る
赤
彦
ら
し
い
若
い
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
あ
ふ
れ
て
い
る。
ま
た
そ
こ
に、
島
木
の
根
源
的
な
人
間
性
を
も
み
る
こ

と
が
で
き
る。

O·
：
自
己
ノ
短
所
ハ
自
己
の
短
所
ニ
テ
詮
方
ナ
ケ
レ
バ、
只
遠
慮
ナ
ク
他
ノ

面
前
ニ
ヒ
ロ
ゲ
テ、
速
カ
ニ
コ
レ
ガ
改
善
ノ
策
ヲ
謡
ズ
可
キ
ノ
ミ。
今
日
教

育
者
ノ
猥
リ
ニ
形
容
ノ
美
ヲ
逐
ヒ
テ、
虚
偽
逸
々
タ
エ
テ
進
捗
ノ
実
ヲ
示
サ

ザ
ル
モ
ノ、
全
ク
コ
ノ
胸
襟
ノ
狭
憐
ニ
シ
テ、
度
量
ノ
豆
小
ナ
ル
ニ
坐
セ
ズ

ン
バ
非
ズ。
短
所
ヲ
暴
露
セ
ヨ
。
暴
霞
セ
ヨ
。
…·
:

〇：
職
員
会
ノ
議
論
ハ、
何
ゾ
コ
レ
（
授
業
や
学
校
の
中
で
出
て
く
る
さ
ま

ざ
ま
な
疑
問）
二
対
シ
テ
寂
々
蓼
々
タ
ル
ヤ。
将
又
教
師
間
相
互
ノ
談
話
ハ

何
ゾ
コ
レ
ニ
対
シ
テ、
単
純
ニ
シ
テ一
律
ナ
ル
ヤ。
借
問
ス。
吾
人
ハ
現
今

日
々
児
菫
ノ
実
際
二
向
ッ
テ
教
授
上、
訓
練
上、
幾
何
ノ
研
究
ヲ
ナ
シ、
幾

何
ノ
疑
問
ヲ
有
シ、
将
又
幾
何
ノ
抱
負
ヲ
有
シ
ッ
ツ
ア
ル
カ。
議
論
ア
ル
可

(

11

)
 

シ。
議
論
ア
ル
ベ
シ。
：··
:(（
）
内
引
用
者
の
補
注）

「
短
所
ヲ
暴
露
セ
ヨ
。
暴
露
セ
ヨ。」
「
議
論
ア
ル
可
シ。
議
論
ア
ル
ベ
シ。」

と
二
度
繰
り
返
し
て
い
る
の
も
赤
彦
ら
し
い。
短
所
を
隠
さ
ず
あ
け
広
げ
て
議

論
し、
語
り
合
う、
こ
れ
は
ま
さ
に
赤
彦
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
っ
た。
ま

た
そ
れ
が
教
育
を
刷
新
し
て
い
く
道
で
あ
り、
教
師
の
修
義
の
道
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て、
「
職
員
室
ハ
常
二
知
識
思
想
人
格
修
捉
ノ
道
場

タ
ラ
ン
ヲ
望
ム
：．．．．
 斯
様
ノ
柾
類
ノ
自
由
ナ
ル
談
話
ガ
職
員
室
二
常
二
交
換
セ

（

訟
）

ラ
レ
ン
ヲ
望
ム

議
論
ニ
ハ
一
切
遠
応
ナ
カ
ラ
ン
ヲ
望
ム
」
と、
先
に
引
用
し

た
論
稿
と
は
別
の
と
こ
ろ
て
も
の
べ
て
お
り、
職
員
室
が
教
師
の
修
養
の
道
場

と
な
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る。

実
際、
島
木
は
さ
か
ん
に
語
り
合
い、
議
論
を
し、
職
員
会
や
職
員
室
を
刷

新
し
て
い
き、
さ
ら
に
そ
れ
は
学
校
内
だ
け
で
な
く
村
や
地
域
社
会
に
も
発
展

し
て
い
っ
た。
玉
川
小
学
校
の
訓
導
時
代
に
は、
宿
直
室
を
「
合
歓
庵」
と
称

し、
そ
こ
で
文
学
や
教
育
の
問
起
を
語
り
合
い、
広
丘
小
学
校
に
校
長
と
し
て

単
身
赴
任
し
た
時
に
は、
「
牛
屋」
と
呼
ば
れ
た
下
宿
は、
「
あ
た
か
も
文
学
サ

(

13
)
 

ロ
ン
の
観
を
呈
し
て
い
た」
と
も
い
わ
れ
て
い
る。
玉
川
小
学
校
の
校
長
に
な

っ
た
時
に
は、
水
躍
会
と
い
う
の
を
つ
く
り、
そ
こ
で
校
長
が
教
育
の
考
え
を

説
い
た
り、
論
語
の
輪
語
会
を
開
い
た
り
し
た
こ
と
が
語
り
継
が
れ
て
い
る。

「
合
歓
庵」
や
「
牛
屋」
は
赤
彦
の
私
熟
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た．
か
も
し
れ

な
い。
現
代
風
に
い
え
ば
サ
ロ
ン
で
あ
ろ
う
が、
そ
の
よ
う
な
サ
ロ
ン
に
お
い

て、
裸
に
な
っ
て
語
り
合
い、
議
論
し
合
う
中
か
ら
若
い
教
育
者
の
み
な
ら

ず、
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
が
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る。

ま
た、
広
丘
小
学
校
で
は
児
窟
の
自
治
的
な
組
織
と
し
て
「
奨
善
会」
を
つ

く
っ
て
い
る。
そ
の
奨
善
会
の
心
得
の
第一
条
に
「
我
等
の
眼
は
常
に
輝
き、

(

14

)
 

我
等
の
耳
は
常
に
聡
く、
我
等
の
口
は
用
な
き
時
常
に
閉
づ
べ
し」
と
掲
げ
ら

れ
て
い
る。
こ
の
第一
条
と、
議
論
あ
る
べ
し
と
す
る
赤
彦
の
考
え
と
は
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
く、
両
者
を一
体
的
に
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
島
木
赤
彦
の
言

語
観、
あ
る
い
は
表
現
論
を
見
い
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

赤
彦
の
考
え
を
格
言
風
に
の
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か。

ー
短
所
を
暴
認
し

議
論
あ
る
べ
し

た
だ
し
用
な
き
時
口
は
常
に
閉
ず

べ
し
|
|

③

作
文
教
育
に
お
け
る
新
生
面
の
閲
拓
ー
ー、
「
写
生」
の
焉
入

実
践
家
と
し
て
の
島
木
亦
彦
に
お
い
て、
証
史
的
に
位
四
づ
け
ら
れ
て
お
く

べ
き
実
践
の
―
つ
は、
写
生
を
取
り
入
れ
た
実
践
で
あ
る。
こ
の
実
践
は
歌
人
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と
し
て
の
赤
彦
と
切
り
離
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し、

そ

の
背
景
に
は
明
治
二
0
年
代、

三
0
年
代
の
文
学
界
の
動
向、

文
学
思
潮
の
流

れ
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
こ
こ
で
言
及
す
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う。

彼
は
青
年
教
師
時
代
に
は
す
て
に
文
学
へ
の
旺
盛
な
興
味
関
心
を
示
し、

歌

も
投
稿
し
て
い
た
。

の
ち
に
教
育
界
を
離
れ
て
歌
の
道
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

っ
た
け
れ
ど
も、
「
教
員
は
歌
を
作玄
る
な
ら、

教
育
を
し
っ
か
り
や
っ
た
上
で

歌
を
作
れ」、
「
教
育
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
の
作
歌
を
し
て
も
の
び
な
い
。

教
育

に
力
を
入
れ、

そ
れ
が
で
き
た
な
ら
ば
必
ず
歌
の
方
に
向
っ
て
く
る
」

と
い
う

こ
と
を
後
輩
の
若
い
教
師
逹
に
語
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

教
育
も
歌
作
も、

教
育
道
で
あ
り
歌
道
で
あ
り、

島
木
は
根
源
的
に
「
道」

と
し
て
と
ら
え
て
い

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

写
生
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り、
一
心
集
中
の

「
写
生
道
」

で
あ
っ
た
。

写
生
は
方
法
的
手
段
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が、

の
ち
に

内
的
生
命
の
表
現
と
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に、

単
な
る
技
術
的
手
段
を
こ
え
た

人
間
と
し
て
の
「
道」

で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

島
木
が
そ
の
写
生
を
教
育
に
取
り
入
れ
た
の
は、

明
治
三
五
年
頃
で
あ
る
。

「
児
童
自
由
画
展
覧
会
に
つ
い
て
」
（
大
正
八
年）

の
論
稿
で
次
の
よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

自
然
か
ら
受
け
た
感
受
を
そ
の
ま
ま
揺
か
せ
る
と
い
う
趣
旨
は、

博
大
に

し
て
深
い
芸
術
の
根
底
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
予
に
何
等
の
異
存

が
な
い
。
．．．．．．
 予
は
明
治
三
五
年
の
坦
諏
訪
那
玉
川
小
学
校
に
於
て
図
圃
及

び
作
文
の
教
授
に
写
生
画
及
び
写
生
文
の
必
要
を
感
じ
て
児
詔
に
之
を
試
み

た
こ
と
が
あ
る
。

考
へ
も
方
法
も
杜
撰
で
あ
っ
た
た
め、

成
績
を
収
め
ろ
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
が、

児
箪
に
発
表
の
興
味
を
起
さ
せ
る
に
於
て、

写
生

(
15)
 

が
大
な
る
力
を
有
す
る
こ
と
は
予
の
経
験
し
得
た
所
で
あ
る
。

(

16

)
 

明
治
三
六
年
五
月
に
は、
「
図
圃
教
授
を
改
良
す
べ
し
」

と
し
て、

臨
本
模

写
に
終
始
し
て
い
る
図
画
科
を
批
判
し
て
い
る
。

図
と
画
の
重
要
性
を
説
き
っ

つ
、

実
物
正
写
を
取
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し、

そ
の
目
的
に
つ
い
て

「
実
物
の
正
写
と
審
美
心
の
養
成
と
で
あ
る
が
是
れ
わ
換
言
す
れ
ば
思
想
の
自

由
発
表
と
云
ー
事
に
な
る
」

と
も
の
べ
て
い
る
。

こ
の
主
張
は、

直
接
に
は

「
図
画
科」

に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も、

作
文
に
つ
い
て
も

同
様
な
考
え
を
す
で
に
持
っ
て
お
り
実
践
を
始
め
て
い
た
。

実
践
の
方
法
と
し

て
は、

そ
れ
ほ
ど
深
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が、
「
思
想
の

自
由
発
表」

と
の
べ
て
い
る
こ
と
に
は
歴
史
的
に
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ

ろ
う。
節
文
模
倣
一

辺
倒
の
作
文
教
育
を
打
破
し、
書
き
手
の
側
へ
し
だ
い
に
視

点
が
移
り、

自
己
表
現
と
い
う
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
な
流
れ
が

明
治
三
0
年
代
中
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
の
末
年
に
な
る
と、

少
な
く
と
も
赤
彦
の
周
囲
に
は
か
な
り
写
生
に
よ

る
作
文
指
導
が
広
ま
っ
て
い
き、

彼
自
身
も
自
信
を
高
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

例
え
ば、

明
治
四
五
年
の
「
職
員
会
案
等
覚
え
書
き
」

に
は、

綴
方
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一

写
生
を
本
体
と
す。

書
く
事
は
見
る
事
を
息
惟
し
観
察
力
を
義
う
為
の
写
生
を
主
と
す

二

指
導
す
べ
き
点

-
｀

r

 

1

描
写
す
べ
き
も
の
を
特
質
を
見
出
す
こ
と。
つ
か
ま
へ
る
こ
と。

(
17)
 

2

見
出
し
た
る
も
の
つ
か
ま
へ
た
も
の
を
正
確
に
猫
写
す
る
こ
と。

写
生
に
よ
る
作
文
指
導
に
あ
っ
て、

島
木
は
自
ら
写
生
文
を
書
い
て
児
菫
に

示
し
た
り
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。

実
際
に
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
の
か
は
十
分

な
記
録
も
な
く
そ
の
洋
細
を
検
討
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
け
九
ど
も、

次
の
資

料
か
ら
は
そ
の
一

端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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·
：
高
等
二
年
の
生
徒
を、

四
賀
の
学
校
の
校
庭
の
東
す
み
に
あ
っ
た
小
さ

な
池
の
し
だ
れ
柳
の
と
こ
ろ
へ

連
れ
て
い
っ
て
、

生
徒
に
「
こ
の
し
だ
れ
柳

を
見
ろ、

風
が
吹
き
や
あ
ど
う
だ
」
「
木
は
ど
う
だ
、

ぼ
く
ぼ
く
し
て
い
る

な
。
」
「
も
し、

枝
が
あ
ん
な
に
垂
れ
て
、

風
の
た
め
に
し
な
し
な
し
な
け
り

や
あ
あ
の
木
は
折
れ
ち
ま
う
ぞ
。
」
「
こ
こ
ん
と
こ
は
む
し
が
限
っ

て
い
る

な
。
」
「
小
野
道
風
の
か
わ
ず
が
と
び
上
っ
た
話
も
こ
ん
な
所
か
な
°
」
|
_'
と

言
っ
て
い
く
と、

子
ど
も
が
綴
り
方
を
し
た
く
て
し
た
く
て
た
ま
ら
な
ん

で
、

そ
れ
か
ら
教
場
へ

行
っ
て
赤
彦
先
生
が
「
さ
あ
書
け。
」

と
綴
を
や
っ
た

ら
非
常
に
生
き
た
綴
り
方
が
で
き
ま
し
た
。
「
細
川、

綴
り
方
な
ん
ち
ゅ
う

も
の
は、

腰
か
け
て
、

何
の
迎
で
書
け
な
ん
て
い
っ
て
も
駄
目
だ
。

こ
ん
な

よ
う
に
観
察
さ
せ
、

頭
の
中
に
観
察
し
た
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と、

ち

ょ
う
ど
水
が
堤
の
土
手
中
い
っ
ば
い
で
、

土
手
を
破
っ
て
水
が
あ
ふ
れ
出
る

よ
う
に
頭
の
中
か
ら
出
て
く
る
よ
う
な
作
文
を
作
ら
せ
な
け
り
ゃ
作
文
に
は

な
ら
ね
え
ぞ
」

と
い
う
こ
と
を
赤
彦
先
生
に
教
わ
り、

そ
乳
か
ら
私
の
綴
方

(
18)
 

も
一

歩
前
進
し
た
よ
う
な
わ
け
で
す
。

赤
彦
が
郡
視
学
時
代
（
明
四
五
•

六
ー
大
三
・

三
）

に
小
学
校
を
視
察
し
た

際、

細
川
と
い
う
先
生
が
写
生
的
な
作
文
指
導
を
し
て
い
た
。

そ
れ
を
み
た
赤

彦
が
飛
び
入
り
で
模
範
授
業
を
し
た
の
で
あ
る
。

当
時、

郡
視
学
が
飛
び
入
り

授
業
を
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
こ
が
ま

た
赤
彦
ら
し
く
も
あ
る
。

我
が
意
を
得
た
り
と
で
も
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

大
き
な
目
を
し
た
得
意
げ
な
赤
彦
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
そ
う
で
あ
る
。

飛
び
入
り
で
行
っ
た
島
木
の
指
導
法
は
現
代
の
目
か
ら
す
れ
ば
こ
と
新
し
い

こ
と
で
も
な
い
け
れ
ど
も、
「
水
が
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
に
頭
の
中
か
ら
出
て
く

る
よ
う
な
作
文
を
作
ら
せ
な
け
り
ゃ
作
文
に
は
な
ら
」

な
い
と
い
う
考
え
は
傾

聴
に
値
し
よ
う
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
箇
文
模
倣
を
克
服
し
た
も
の
で
あ
り、

自

己
表
現
の
作
文
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
島
木
赤
彦
の
教
育
活
動
や
教
育
観
は
思
い
の
ほ
か
新
鮮
で
現
代
的
価
値
を

も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
き
る
だ
け
赤
彦
自
身
の
こ
と
ば
や
赤
彦
と

直
接
関
係
の
あ
っ
た
人
達
の
こ
と
ば
を
引
用
し
紹
介
し
な
が
ら、

教
育
者
と

し
て
の
赤
彦
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
み
た
。

本
稿
で
は
皿
と
し

て
「
西
尾
実
に
お
け
る
島
木
赤
彦
の
影
孵
と
島
木
赤
彦
観
」

に
言
及
す
る
予

定
で
あ
っ
た
が、

島
木
に
よ
る
写
生
を
導
入
し
た
作
文
指
導
の
歴
史
的
意
義

の
検
討
と
あ
わ
せ
て
、

機
会
を
改
め
て
言
及
し
た
い
。
）

（
注
お
よ
び
引
用
文
献）

(
1
)

本
稿
は、
。
「
国
語
教
育
論
の
展
開

1

西
尾
実
の
国
語
教
育
論
」
（
昭
四
九
・

三
東
京
教
育
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
二
0
巻）

。
「
国
語
教
育
論
の
展
開
ー
ー
西

尾
実
の
国
語
教
育
論
（
そ
の
2
)
|
|」
（
昭
五
四
・
三
筑
波
大
学
教
育
学
系
論
集

第
三
巻）
。
「
西
尾
実
の
作
文
教
育
論
」
（
昭
五
四
・
ニ
人
文
科
教
育
研
究
VI)

。
「
生
活
と
文
化
の
有
機
的
統
合
ー
ー
言
語
生
活
主
義
・

言
語
活
動
主
義
の
理
念

と
成
立
過
程
ー
ー
」
（
昭
五
四
・
五

国
語
教
育
研
究

第
八
四
集）

に
続
く
も

の
で
あ
る。

(
2
)

（
六
五
し
六
七
ペ
ー
ジ
）

(
3
)

金
原
省
吾
は
赤
彦
と
の
出
会
い
に
つ
い
て、

「
人
の
生
涯
の
中
で、

少
年
期
よ

り
青
年
期
に
う
つ
る
一
五
六
オ
の
年
頃
は、

最
も
感
激
に
富
ん
だ
時
期
で
あ
る。

こ
の
頃
の
友
情
や
師
弟
の
情
は、

生
涯、

自
分
の
背
に
し
み
と
ほ
っ
て
居
る
様
に

思
ふ。

私
が
先
生
（
島
木
赤
彦）

か
ら
教
を
う
け
た
の
は、

丁
度
こ
の
時
で
あ
っ

た。

随
っ
て
私
の
生
涯
の
傾
向
は、

こ
の
時
に
定
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で

あ
る
」
（
『
信
濃
教
育
』

四
七
七
号

大
一
五
・
七
・
六

六
三
ペ
ー
ジ
）

と
語
っ

て
い
る。
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長
野
県
諏
訪
郡
上
諏
訪
村
に
生
ま
れ
る

古
田
学
校
小
学
校
初
等
科
入
学

古
田
学
校
小
学
校
初
等
科
卒
業

南
大
塩
高
等
小
学
校
入
学

南
大
塩
高
等
小
学
校
（
課
程
2

年）

卒
業

諏
訪
高
等
小
学
校
第
3
学
年
に
編
入

諏
訪
高
等
小
学
校
卒
業

諏
訪
郡
泉
野
小
学
校
の
授
業
生
（
傭
教
員）

と
な
る 。

（
こ
の
頃
か
ら 、

和
歌
・

俳
句
を
創
作
し

投
稿）

注
(
2
)

島

木

赤

彦

(
3
 

(
10
 

/ ^ ＾ ／ r r 

4 3 4 3 4 12月
. . . . . .

16日
、ノ ‘- 、一 、一 、一 、一

15 14 

23 22 

2 1 

13 

21 

島

木

尾

月

日

一

(
5
.

14
)

長
野
県
下
伊
那
郡
豊
村
和
合
帯
川
に
生
ま
れ
る

赤

彦
・

西

実

-

|ー

1

年
令

明
治

年
令

1

9

 

6

14

 

1

9

 

1

1

 

(
4
)

『
信
州
教
育
の
た
め
に
』
倍
濃
教
育
会
昭
四
ニ
・

十
―
·

1

0

ニ
ニ
四
ペ
ー

ジ

(
5

)

「
人
間
赤
彦
の
思
い
出」
（
そ
の
一
）

西
尾
実

『
解
択
』

昭
五
一
・

三
・

一

二
五
一

集

六
ペ
ー

ジ

(
6
)

『
守
屋
喜
七
文
集
』

信
濃
教
育
会

昭
二
六
・

七
・

三
0

四
九
ペ
ー

ジ

(
7
)

「
久
保
田
君
を
憶
ふ
」

守
屋
喜
七

『
信
濃
教
育
』

四
七
七
号

大
一

五
・

七
・

六

一

四
ペ
ー

ジ

(
8
)

「
訓
練
網
要」
（
明
四
五
・

五
「
長
野
県
諏
訪
郡
玉
川
村
小
学
校」）

『
赤
彦
全

集
』

第
七
巻

昭
四
四
・

一
―
・

ニ
四

再
版

岩
波
書
店

六
0
ペ
ー

ジ

(
9
)

「
生
徒
経
歴
簿」
（
高
等
四
学
年

明
三
三
・

四）

『
赤
彦
全
集
』

第
九
巻

昭

四
五
・

三
・

ニ
四

岩
波
書
店

三
一

七
ペ
ー

ジ

な
お 、

こ
の
「
生
徒
経
歴
簿」

や
「
我
校
幣
ヲ
論
ジ
テ
同
人
諸
士
二
訴
フ
」

の

論
文
は 、

倉
沢
栄
吉
先
生
が
『
こ
と
ば
と
教
育
』
（
昭
五
四
・

―
-
.

-

0

学
陽

書
房）

の
中
で
す
で
に
紹
介
さ
れ 、

評
価
さ
れ
て
い
る 。

(
10
)

「
動
物
性
と
人
間
性」
（
『
信
濃
教
育
』

明
四
0
•

四）
『
赤
彦
全
集
』

第
七
巻

四
一
ペ
ー

ジ
ー

四
八
ペ
ー

ジ

※ 

0
「

」

は
論
文 。

0
太
字
は
両
者
が
関
係
し
た
事
項
を
示
す 。

西

尾

実

略

年

譜

(
11
)

「
我
校
幣
ヲ
論
ジ
テ
同
人
諸
士
二
訴
フ
」
（
明
三
二·
1

0
『
小
天
地
』

第
三
号）

『
赤
彦
全
集
』

第
七
巻

一

四 。ヘ
ー

ジ
ー

一

九 。ヘ
ー

ジ

(
12
)

「
職
員
会
誌」
（
明
治
四
四
年
度

四
月
一
三
日
）

『
赤
彦
全
集
』

第
九
巻

三

六
三
ペ
ー

ジ

(
13
)

『
島
木
赤
彦
の
人
間
像
』

島
木
赤
彦
研
究
会
編

昭
五
四
・

八
・

ニ
七

笠
間

叢
書
―
二
八

二
七
ペ
ー

ジ

三
六 。ヘ
ー

ジ

(
14
)

「
奨
善
会」
（
明
四
三
・

五
・

一

六

長
野
県
東
筑
摩
郡
広
丘
小
学
校
奨
善
会）

『
赤
彦
全
集
』

第
七
巻

四
九
ペ
ー

ジ
ー

五
0
ペ
ー

ジ

(
15
)

『
赤
彦
全
集
』

第
七
巻

一

八
八 。ヘ
ー

ジ

(
16
)

『
信
濃
教
育
会
雑
誌
』

第
二
0
0
号

明
三
六
•

五
・

ニ
五

(
17
)

『
赤
彦
全
集
』

第
九
巻

三
五
九 。ヘ
ー

ジ

(
18
)

『
島
木
赤
彦
の
人
間
像
』
「
赤
彦
門
下
よ
り
の
聞
き
書
き
集」

こ
こ
で
引
用
し
た

の
は 、

細
川
隼
人
か
ら
の
聞
き
書
き
で
あ
る 。

三
四
六
ペ
ー

ジ
ー

三
四
七
ペ
ー

ジ

引
用
の
場
合 、

漢
字
は
す
べ
て
新
字
体
に
改
め
た 。（

筑
波
大
学
教
育
学
系
講
師）
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「
図
画
教
授
を
改
良
す
べ
し
」
（
信
濃
教
育
会
雑
誌）

諏
訪
高
等
小
学
校
・

高
島
尋
常
小
学
校
に
転
任

諏
訪
補
習
女
学
校
（
現
・

ニ
葉
高
校）

兼
担

教
職
を
退
い
て、

歌
に
専
念
し
た
い
希
望
強
く
な
る

養
鶏
を
は
じ
め
る

教
戟
を
や
め、

養
類

養
鶏
失
敗

束
筑
摩
郡
広
丘
尋
常
高
等
小
学
校
長
と
な
る。

「
玉
川
村
村
勢
調
査
」

玉
川
尋
常
高
等
小
学
校
に
転
任
島
木
の
人
間
的
教
育
を
う
け
る
）

（
金
原
省
吾
高
等
科
に
在
籟、

長
野
県
尋
常
師
範
学
校
卒
業

北
安
暴
郡
池
田
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

ウ
1

(
3
 

諏
訪
郡
泉
野
小
学
校
退
聰

諏
訪
郡
玉
川
小
学
校
の
代
川
教
旦
と
な
る

一

南
大
塩
小
学
校
古
田
支
校
代
用
教
員
と
な
る

古
田
支
校
退
戦

長
野
県
尋
常
師
範
学
校
に
入
学

(
5
.

25
)
 

(
5
 

(
3
.

26
)
 

(
4
.

3
)
 

(
3
 

(
4
 

＾ヘ

12 5月

、一 、一

35 34 

43 42 

22 

33 

41 

•

•

•

•

•

•

.

.

.

.

•

•

 

‘

 

2

0

 

3

4

 

1

9

8
 

3

3

1

38 

17 

29 

37 

16 

28 

36 35 

15 

6

4

3

2

3

1

25 

33 32 

11 

0

8

7

2

2

 

3

1

 

2

3

 

19 17 

27 25 

- - , - -· - -• ~-

‘^ 

4 3 

）

長
野
師
範
学
校
卒
業

）

下
伊
那
郡
飯
田
尋
常
小
学
校
訓
専
と
な
る
（
森
下
二
郎
と
出
会
う）

(
4
 

(
9
 

(
3
 

）

大
下
条
尋
常
高
等
小
学
校
高
等
補
習
科
卒
業

薬
局
生

和
合
尋
常
小
学
校
の
代
用
教
員

）

代
用
教
員
を
や
め、

師
範
学
校
入
学
準
備
の
た
め
長
野
市
の
中
野

埜
に
入
る。

）

長
野
師
範
学
校
に
入
学

※
（
大
池
蚕
雄
・

金
原
省
吾
・

五
味
義
武
…
…
同
級
生
）

9
9
9
9
9
9

,
'

:

（
金
原
省
吾
よ
り
赤
彦
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
）

(
3
 

(
4
 

)

”

尋
常
補
習
科
卒
業

）

大
下
条
尋
常
高
等
小
学
校
高
等
補
習
科
に
入
学

(
3
 

(
4
 

(
4
 

年
令

明
治

年
令
一

月

日

16

24

” ”

尋
常
科
卒
業

尋
常
補
習
科
に
入
学

）

和
合
尋
常
小
学
校
帯
川
分
教
場
尋
常
科
第
1
学
年
に
入
学
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大
正
十
四
年
十
二
月

『
信
濃
教
育』

大
正

六

年

七

月

大
正

九

年

三

月

大
正
十
一

年

七

月

島
木
赤
彦
編
集
主
任

委
員
会
制

西
尾
実
編
集
主
任

諏
訪
郡
視
学
を
辞
識

上
京

ア
ラ
ラ
ギ
の
編
集
に
従
事

私
立
淑
徳
高
等
女
子
学
校
（
非
常
勤

「
一
心
の
道」
（
信
濃
教
育）

東
京
帝
国
大
学
附
属
病
院
に
入
院

淑
徳
高
等
女
子
学
校
退
職

『
信
濃
教
育
』

編
集
主
任
に
就
任

諏
訪
郡
視
学
に
就
任

国
語
・
漢
文
担
当）

玉
川
尋
常
高
等
小
学
校
に
転
任。

（
土
田
耕
平
を
知
る）

（
土
田
耕
平
代
用
教
員
と
し
て
玉
川
小
に
赴
任）

(
7
 

(
6
 

(
9
 

(
3
 

(
4
 

(
6
 

＾ ^  ^  

3 11 4 

11 

(
34
)
 

゜

7

3

 

42 

6 

29 

41 

5 

28 

40 

4 

27 

39 

3 

26 5
 

2

2
 

7

5

4

 

3

4

2

 

大
正
ー

36 

44 

23 

(
7
 

(
8
 

(
9
.

 

(
4
.
 

（
秋）

(
9
.
 

(
7
 

冦

）

『
信
濃
教
育
』

編
集
主
任
に
就
任

[
 大

正
十
四
年
十
二
月
辞
任

）

淑
徳
高
校
退
職

松
本
女
子
師
範
学
校
教
諭

）

島
木
赤
彦
と
三
宜
亭
で
会
う。

(
9
.

30
)

 

(

4
 

10 

大
下
条
尋
常
高
等
小
学
校
退
職

上
京

東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
文
学
科
選
科
入
学

（
井
上
赳
と
同
級）

）

「「
自」

と
い
ふ
文
字」
（
信
濃
教
育）

）

東
京
帝
国
大
学
終
了

卒
論
「
国
学
に
お
け
る
復
古
精
神
の
発
逹」

）

東
京
市
立
日
本
橋
区
第
二
実
業
補
習
夜
学
校
訓
埓

)

cf

芦
田
恵
之
助
『
読
み
方
教
授
』

島
木
赤
彦
病
気
欠
勤
中
の
代
講
と
し
て
淑
徳
高
に
勤
務

）

淑
徳
高
等
女
子
学
校
教
諭
（
赤
彦
の
後
任）

）

大
下
条
尋
常
高
等
小
学
校
に
転
任
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