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は
し
が
き

本
書
は
、
私
が
、
こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
発
表
し
て
き
た
文
章
の
中

か
ら
、
「
授
業
の
現
象
学

へ

の
道
」
に
つ
な
が
る
文
章
を
選
ん
で
、
『
学
ぶ

と

教
え
る
』
と
題
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
部

「
子
ど
も

の
世
界
に
学
ぶ
」
、　
第
二
部

「
生
き

ら
れ

る
世
界
の
創
造
―
―

授
業

の
現
象
学
的
心
理
学

へ
の

道
―
―
」
、
第
二
部

「
実
践
者
の
世
界
に
学
ぶ
」
の
二
部
構
成
と
し
た
。

「
人
間
の
、
人
間
に
よ
る
、
人
間
の
た
め
の
研
究
」
と
し
て
の
、
授
業
実
践
の
現
象
学
、
現
象
学
的
心
理
学
を
逢
か
遠

く
に
望
み
つ
つ
描
い
た
ひ
と
つ
の
構
図
で
あ
る
。

こ
の
十
数
年
を
、
私
は
無
我
夢
中
で
生
き
て
き
た
。
そ
の
た
め
か
、
思
え
ば
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
余
り
に
も
短
い
時

間
で
あ

っ
た
。
自
然
科
学
主
義
の
教
育
心
理
学
の
世
界
に
ひ
と
り
の
研
究
者
と
し
て
育
ち
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
私
が
、

縁
あ

っ
て
、
授
業
実
践
者
の
世
界
と
出
会
い
、
そ
の
世
界
に
学
ぼ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
自
己
否
定
の
苦
し
み
、
悲
し
み

を
味
わ
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
ま
た
、
新
し
い
世
界
の
発
見
の
喜
び
に
ひ
た
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、
ふ
と
し
た
　
ｉ

縁
か
ら
、
現
象
学
的
精
神
病
理
学
の
世
界
と
出
会
い
、
次
第
に
広
く
、
現
象
学
の
世
界
、
さ
ら
に
現
象
学
的
心
理
学
の
世



はしがき

界
に
親
し
む
に
至
っ
た
。
重
ね
が
さ
ね
の
偶
然
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
道
は
、
私

の
変
わ
ら
ぬ
願
い
と
憧
れ

（本
書
筋
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
導
か
れ
て
、
見
出
す
べ
く
し
て
見
出
し
、
歩
む
ぺ
く
し
て
歩
む
こ
と

と
な
っ
た
、
必
然
の
道
で
あ

っ
た
、
と
も
思
う
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
私
が
、
こ
れ
か
ら
歩
む
べ
き
道
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
道
を
、
浅
く
な
い
あ
る
思
い

を
込
め
て
、
省
み
た
も
の
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
こ
に
は
未
だ
あ
ら
わ
に
示
さ
れ
て
は
い
な

い
が
、
こ
の
先
に
現
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
実
践
と
研
究
の
道
を
指
し
示
す
性
格
も
ま
た
備
え
て
い
る
、
と
信
じ
た
い
。

現
在
の
私
は
、
「
授
業
の
現
象
学
」
あ
る
い
は

「
学
ぶ
と
教
え
る
の
現
象
学
」

へ
の
道
を
見
出
し
て
お
り
、　
こ
の
道
を

さ
ら
に
確
か
な
も
の
と
し
、
意
軋
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
願
い
と
し
て
、
私
な
り
に
努
め
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
先
た
と
え
歩
み
続
け
て
も
、
私
自
身
が
歩
む
こ
と
の
で
き
る
Ｉ
社
は
、
既
に
も
は
や
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ほ

ど
遠
い
も
の
で
は
な
い
、
と
も
思
う
。

そ
し
て
、
こ
う
願
う
。

こ
の
道
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
、
こ
の
道
を
自
ら
歩
み
、
さ
ら
に
奥
深
く
歩
み
を
進
め
、
教
育
の
学
を
、
―
―
授

業
の
学
を
、
学
ぶ
と
教
え
る
の
学
を
、
―
―
究
め
て
下
さ
る
若
い
研
究
的
教
育
実
践
者
あ
る
い
は
実
践
的
教
育
研
究
者
が

ひ
と
り
で
も
多
く
現
わ
れ
て
い
た
だ
く
契
機
の
ひ
と
つ
に
、
本
書
が
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
と
。

も
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
の
深
い
喜
び
で
あ
る
。

日
本
の
教
育
と
研
究
の
世
界
は
、
い
ま
や
、
出
版
物
の
洪
水
と
も
言
う
べ
き
情
況
に
あ
る
。
そ
う
し
た
情
況
の
下
で
、

「
現
象
学
」
の
書
と
い
う
に
は
、
狭
く
浅
く
拙
い
こ
の
書
を
さ
ら
に
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
、
た
め
ら
い
が
無
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
契
機
の
ひ
と
つ
に
な
り
う
る
こ
と
を
望
み
、
そ
こ
に
さ
さ
や
か
な
意
義
を
認
め
、
そ
の

よ
う
な
願
い
を
込
め
て
、
こ
の
書
を
世
に
送
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
書
は
、
私
に
授
業
の
具
体
に
学
ぶ
こ
と
を
、
心
を
込
め
て
教
え
て
下
さ
っ
た
、
い
ま
は
亡
き
、
斎
藤
喜
博
、
武
田

常
夫
　
両
先
生
に
捧
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
両
先
生
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
私
は
、
こ
の
道
を
見
出
す
こ
と
は
無
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
感
謝
と
追
慕
の
念
を
も
っ
て
、
お
二
人
と
の
出
会
い
を
想
い
起
し
つ
つ
、
同
時
代
に
生
き
た
こ

と
の
喜
び
を
味
わ
う
。

以
上
を
も

っ
て
、
「
は
し
が
き
」
の
こ
と
ば
と
す
る
。

〔追
記
〕

各
部
に
、
Ｉ
か
ら
Ⅳ
ま
で
の

「
ノ
ー
ト
」
を
挿
入
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
著
者
が
、
各
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
章
そ

れ
ぞ
れ
の
文
章
を
読
教
返
し
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
、
い
ま
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
記
し
た
、　
一
九
八
七
年
四

月
の
時
点
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
と
し
て
の
文
章
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
七
月

吉
田

章
宏



学
ぶ

と

教
え
る

次

は
し
が
き

〔
ノ

ー

ト

　

ー

〕

第

一
章
　
少
年

の
感
情
と
表
現
に
学
ぶ

は
じ
め
に

２

〕

子
ど
も
に
つ
い
て

「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と

雪
一〕
　

「
こ
の
子
」
の
感
情
と
表
現
を

「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と

お
わ
り
に

囲 毛 七 六 六 三

子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ



〔
ノ

ー

ト

第
二
章

〔ノ
ー
ト

第
四
章

第
五
章

「
数
学

「
森
の

Ⅱ
〕

Ⅲ
〕

第
二
章
　
授
業
を

「
わ
か
る
」

Ｔ

〕

授
業
と
は
何
で
あ
る
か

雪
一〕

授
業
を
創
る

Ｔ
一〕

授
業
を

「
み
る
」

〔四
〕

授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
を

「

＊
　
授
業
に
お
け
る
事
実
の
意
味

を

つ
く
る
」
授
業
を
め
ざ
し
て

出
回
は
ど
こ
か
？
」

宝

〕

序
　
　
論

雪
一〕

本
　
　
論

第
六
章

　

「
学
ぶ
」
と

「
教
え
る
」
―
―
学
教
の
心
理
学
―
―

は
じ
め
に

Ｉ
　

「
学
ブ
教
ェ
ル
」
の
心
理
学

〓

〕
　

「
学
ぶ
」
と

「
教
え
る
」
の
現
象

壼
一〕

豊
か
な

「
学
教
」
の
豊
か
な
心
理
学

Ⅱ
　

「
学
ぶ
」
―
―

「世
界
」
と

「自
我
」
―
―

〓

〕
　

「
学
ぶ
」
と
は

「
世
界
」
が
変
わ
る
こ
と
、

「
自
我
」
が
変
わ
る
こ
と

雪
一〕

現
実
経
験
の
原
型
で
あ
る

「
日
常
生
活
の
世
界
」

Ⅲ
　

「
教
え
る
」
―
―
―
「共
に
育
つ
」
―
―
‐

〔
一
〕
　

「
教
え
る
」
は

「
共
に
育
つ
」
こ
と

雪
一〕

ひ
と
つ
の

「
教
え
る
」
、
そ
の

「
心
理
学
的
理
解
」

お
わ
り
に

生
き
ら
れ
る
世
界
の
創
造

―
―
授
業
の
現
象
学
的
心
理
学
へ
の
道
―
―

「
わ
か
る
」

の
心
理
学
を
め
ざ
す
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ノ

ー

ト

　

ー

人
間

一
人
ひ
と
り
、
子
ど
も
も
教
師
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
生
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
私
」
を
生
き
て
い
る
。

授
業
は
、
教
師
が
自
ら
の
働
き
か
け
を
通
し
て
、
子
ど
も
が
生
き
て
い
る
世
界
を
豊
か
に
す
る
変
化
を
も
た
ら
す
営
み
で

あ
る
。
こ
の
営
み
に
お
い
て
、
教
師
に
は
、
子
ど
も
の
世
界
を
わ
か
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
わ
か
り
方

は
、
子
ど
も
と
か
か
わ
り
な
く
、
離
れ
て
、
遠
く
か
ら
眺
め
て
わ
か
る
わ
か
り
方
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
に
近
づ
き
、
子

ど
も
と
交
わ
り
、
か
か
わ
り
、
我
が
身
を
子
ど
も
に
さ
ら
し
つ
つ
、
わ
か
る
わ
か
り
方
と
な
る
。
子
ど
も
が
生
き
て
い
る

世
界
を
、
子
ど
も
が
生
き
て
い
る
が
ま
ま
に
わ
か
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
近
づ
い
て
か
か
わ
り

つ
つ
、
わ
か
る
こ
と
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
教
師
は
、
子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
の
多
く
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

て
驚
く
こ
と
に
な
る
。
と
き
に
は
、
ま

っ
た
く
忘
れ
て
い
た
自
分
の
子
ど
も
時
代
を
懐
か
し
く
思
い
起
す
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
日
の
前
の
子
ど
も
た
ち
が
お
と
な
と
な

っ
て
い
く
長
い
道
の
り
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
を
促
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
と
共
に
学
び
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
教
え
る
の
根
底
に
、
子
ど
も
の
世

界
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と
す
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
」
と
題
し
た
こ
の
第

一
部
に
は
、
「
少
年
の
感
情
と
表
現
に
学
ぶ
」
に
つ
い
て
考
察
し

た
さ

さ
や
か
な

一
文
を
収
め
た
。
『
岩
波
講
座

・
子
ど
も
の
発
達
と
教
育
　
５
　
少
年
期

¨
発
達
段
階
と
教
育
』
に
寄
せ

た
文

章
で
あ
る
。
「
子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
」
に
お
い
て
、　
そ
の
世
界
は
も
ち
ろ
ん

「
少
年
の
世
界
」
の
み
で
は
な
い
で
あ

ろ



ノー ト I

う
し
、
学
ぶ
べ
き
は

「
感
情
」
の
み
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
乳
幼
児
の
世
界
も
あ
り
、
知
性
も
意
志
も
あ
ろ
う
。
こ
の
第

一
部
を
満
た
す
に
は
、
少
年
の
感
情
と
表
現
に
つ
い
て
の
一
文
の
み
で
は
ま
っ
た
く
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
」
に
お
け
る

「
学
ぶ
」
の
基
本
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
こ
の
一
文
に

良
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
う
思

っ
て
、
こ
の
一
文
の
み
を
収
め
た
。
こ
の
文
章
と
関
連
の
あ
る
以
下
の
拙
文
も
、

も
し
機
会
あ
れ
ば
、
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

「
現
象
学
的
心
理
学
の
子
ど
も
理
解
―
―
赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生
体
験
」
、
小
林
　
登

・
小
嶋
謙
四
郎

・
原

ひ
ろ
子

・
宮

澤
康
人
／
編
、
『
新
し
い
子
ど
も
学
　
第
三
巻

¨
子
ど
も
と
は
』
、
海
鳴
社
、　
一
九
八
六
年
、
二
〇

一
―
三
二
九

ペ
ー
ジ
。

「
私
の
幼
児
教
育
論
―
―
子
ど
も

へ
の
敬
意
」
、
「
幼
児
の
教
育
』
、　
一
九
八
二
年
七
月
号
、　
三
二
―
二
五
ペ
ー
ジ
。

「
子
ど
も
の
発
達
に
お
け
る
偶
然
と
必
然
」
、
竹
内
　
啓
編
、
「
偶
然
と
必
然
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
二
年
、

一
六

一
―

一
八
四
ペ
ー
ジ
。

Ｌ
子
ど
も
の
学
力
を
た
か
め
る
―
―
教
育
心
理
学
の
サ
場

か
い
」
、
『
児
童
心
理
』、　
一
九
八
四
年

一
月
号
、　
一
四
―

二

一
ベ
ー
ジ
。

Ｌ
子
ど
も
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
」
、
『
教
育
技
術
読
木
』、　
教
育
開
発
研
究
所
、　
一
九
八
六
年
、　
二
四
―
二
九
ペ

ー
ジ
。

百
教
え
る
と
愛
す
る
」
、
平
野
竜

一
編
、
『東
京
大
学
公
開
講
座
　
愛
と
人
生
』、　
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
四
年
、

三
三
三
―
三
六
八
ペ
ー
ジ
。

「発
達
理
論
」、
鹿
取
廣
人
編
、
『現
代
基
礎
心
理
学

一
〇
　
発
達
Ⅱ
一個
体
発
生
』、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
四

年
、
二
五
三
―
二
七
六
ペ
ー
ジ
。

「
学
ぶ
人
と
教
え
る
人
と
の
出
会
い
」
、
『
岩
波
講
座

。
教
育
の
方
法
１
　
学
ぶ
こ
と
と
教
え
る
こ
と
』
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
、
二
三
七
―
二
七
七
ペ
ー
ジ
。

子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
理
解
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
広
く
人
間
理
解
、
さ
ら
に
、
人
間
の
生

き
て
い
る
世
界
の
理
解
に
つ
な
が
る
。
そ
う
し
た
豊
か
な
広
が
り
に
向
か
う
萌
芽
を
こ
こ
に
認
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願

ま
た
、
こ
の
文
章
を
執
筆
し
た
の
ち
に
な

っ
て
見
出
し
た
以
下
の
よ
う
な
諸
労
作
も
こ
こ
で
推
奨
し
て
お
き
た
い
。

村
瀬
　
学
著
、
『
子
ど
も
体
験
』
、
大
和
董
房
、　
一
九
八
〇
年
。

鈴
木
秀
男
著
、
『
改
訂
版
　
幼
児
体
験
』
、
清
水
弘
文
堂
、　
一
九
八
六
年
。

尾
形
良
助
著
、
『
私
の
解
釈
学
』
、
以
文
社
、　
一
九
八
六
年
。

さ
ら
に
ま
た
、
次
の
労
大
作
に
専
門
研
究
者
諸
氏
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
ど
う
か
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

中
田
基
昭
著
、
『
重
症
心
身
障
害
児
の
教
育
方
法
―
―
現
象
学
に
基
づ
く
経
験
構
造
の
解
明
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
。
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Ⅱ

「
生
き
ら
れ
る
世
界
の
創
造
」
と
題
す
る
こ
の
第
二
部
に
は
、
授
業
の
現
象
学
あ
る
い
は
現
象
学
的
心
理
学

へ
と
向
う

途
上
に
あ
る
文
章
を
収
め
た
。

「
生
き
ら
れ
る
世
界
」
と
は
、
人
間

一
人
ひ
と
り
が
生
き
て
い
る
世
界
の
意
味
で
、
英
語
で
い
う

ｒ
ロ
フ
選
δ
”
Ｆ
∪

あ
る
い
は

Ｆ
Ｈく
同
∪

選
δ
”
ｒ
∪

に
当
る
。

「
学
ぶ
と
教
え
る
」
の
地
平
に
含
ま
れ
る
の
は
、　
子
ど
も
と
教
師
ば
か
り
で

は
な
い
。
「
学
ぶ
と
教
え
る
」
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
自
身
、
さ
ら
に
、　
教
材
に
、　
ま
た
教
材
を
介
し
て
わ
れ
わ

れ
の
前
に
、
現
わ
れ
て
く
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
た
ち
―
―
科
学
者
た
ち
、
芸
術
家
た
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
生
き
て
き
た

無
数
の
人
び
と
―
―
も
ま
た
、
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
学
ぶ
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
び
と
の
世
界
に
学
ぶ

こ
と
で
あ

り
、

「学
ぶ
」
を
学
ぶ
人
と
共
に
創
造
す
る
こ
と
が

「教
え
る
」
で
あ
る
。

「
生
き
ら
れ
る
世
界
の
創
造
」
と
い
う
と
き
、
教
え
る
人
で
あ
る
教
師
が
、
学
ぶ
人
で
あ
る
子
ど
も
の
生
き
て
い
る
世

界
を
、　
あ
た
か
も
何
か
物
を
作
り
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
創
造
す
る
」
の
だ
と
考
え
る
と
し
た
ら
、　
そ
れ
は
他
者
で

あ
る
子
ど
も
の
生
に
対
す
る
お
と
な
の
思
い
上
が
り
で
あ
ろ
う
。
第

一
部
で
も
見
た
よ
う
に
、
子
ど
も

一
人
ひ
と
り
は
そ

れ
ぞ
れ
の
生
を
生
き
つ
つ
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
生
き
続
け
て
い
く
。
子
ど
も
が
教
師
と

「
出
会
う
」
の
も
そ
の
生
に

お
け
る
ひ
と
こ
ま
の
出
来
事
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
教
師
は
、
子
ど
も
の
生
に
か
か
わ
る
こ
と
を
介
し
て
、
子
ど
も

一
人

ひ
と
り
が
自
ら
の
世
界
を
発
見
し
創
造
し
豊
か
な
生
を
生
き
て
い
く
の
を
助
け
る
こ
と
に
努
め
る
。
そ
う
す
る
こ
と
を
介

し
て
、
教
師
自
ら
の
生
も
、
教
師
の
世
界
と
し
て
ま
た
ひ
と
り
の
人
間
の
世
界
と
し
て
、
豊
か
に
な

っ
て
い
く
。
そ
の
意
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味
で
は
、
子
ど
も
と
教
師
が
、　
互
い
の
出
会
い
を
介
し
て
、　
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
創
造
す
る
の
が
、
「
学
ぶ
と
教
え
る
」
　

２

と
い
う
営
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る

「
反
面
教
師
」
が
子
ど
も
の
世
界
に
と

っ
て
も
つ
意
味

　

５

と
働
き
も
よ
く
理
解
さ
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
「
子
ど
も

へ
の
敬
意
」
を
抱
き
つ
つ
子
ど
も
の
世
界
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き

る

教
師
の
豊
か
な
世
界
の
意
味
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
部
の
前
半
は

「
わ
か
る
」
と

「
授
業
」
を
主
題
と
す
る
文
章
を
収
め
た
。
後
半
に
つ
い
て
は
ノ
ー
ト
Ⅲ
で
述
べ
る
。

「
わ
か
る
」
と

「
授
業
」
と
の
関
係
。
ひ
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
も
の
ご
と
を

「
わ
か
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
世

界
を
豊
か
に
し
て
い
く
。
し
か
し
、
同
じ

「
わ
か
る
」
と
い
っ
て
も
、
何
を

「
わ
か
る
」
の
か
、
ま
た
だ
れ
が
ど
の
よ
う

に

「
わ
か
る
」
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
わ
か
る
」
の
内
容
は
多
様
で
、
貧
し
く
も
性
か
に
も
な
り
う
る
。
授
業

は
、
子
ど
も
が
多
様
な

「
わ
か
る
」
を
抽
じ
て
、
自
ら
の
性
界
を
＝
か
に
し
て
い
く
の
を
助
け
る
仕
事
だ
、
と
も
い
え
る
。

そ
の
仕
■
の
た
め
に
、
教
師
に
は
、
子
ど
も
の
世
界
を

「
わ
か
る
」
こ
と
、
そ
し
て
教
材
の
世
界
を

「
わ
か
る
」
こ
と
、

そ
の
よ
う
に

「
わ
か
る
」
自
ら
の
世
界
を

「
わ
か
る
」
こ
と
、　
さ
ら
に
は
自
ら
が
か
か
わ
り
つ
つ
あ
る
授

業

を

「
わ
か

る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
ら
が
か
か
わ
り
つ
つ
授
業
と
い
う
出
来
事
を

「
わ
か
る
」
に
は
、
人
び
と
の
多
様
な

「
わ

か
る
」
に
つ
い
て
深
く

「
わ
か
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
「
わ
か
る
」
と

「
授
業
を
わ
か
る
」

と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

第
二
章
の

「
『
わ
か
る
』
の
心
理
学
を
め
ざ
す
」

は
、

「
わ
か
る
」
対
象
に
よ
る

「
わ
か
る
」

の
多
様
性
の
一
端
と
、

「
わ
か
る
」
に
よ
っ
て
、
「
わ
か
る
」
人
間
の
世
界
が

「
か
わ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
。

第
三
章
の

「
授
業
を

『
わ
か
る
ヒ

は
別
々
の
機
会
に
書
い
た
四
つ
の
文
章
で
構
成
し
た
。
〓

〕
の

「
授
業
と
は
何
で
あ
る
か
」

は
、

だ
れ
も

が
す
で
に
も

っ
て
い
る
授
業
に
つ
い
て
の

「
わ
か
る
」
の
不
十
分
さ
の
指
摘
と
、
ひ
と
つ
の
授
業
理
解
の
試
み
、
雪
こ
の

「
授
業
を
創
る
」
は
、
そ
の
授
業
理
解
か
ら
帰
結
す
る
授
業
創
造
の
筋
道
の
素
描
の
試
み
、
軍
こ
の

「
授
業
を

『
み
る
Ｌ

は
、
授
業
に
お
け
る

「
わ
か
る
」
の
基
礎
は
、
子
ど
も
の
世
界
と
教
師
の
世
界
を

「
わ
か
る
」
こ
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
の
指
摘
、
そ
し
て
、
〔四
〕
の

「
授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
を

『
わ
か
る
ヒ

は
、
授
業
に
現
わ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な

「
否
定
」
と
い
う
現
象
が
子
ど
も
の
人
格
形
成
に
と

っ
て
も
つ
意
味
の
考
察
、
で
あ
る
。
授
業
と
人
格
形
成
と
は

別
の
こ
と
だ
と
す
る
考
え
に
対
し
具
体
的
事
実
に
よ
り
応
え
る
ひ
と
っ
の
試
み
で
も
あ
る
。
本
書
で
は
あ
ま
り
用
い
て
い

な
い

「
教
授

＝
学
習
」
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
〔四
〕
の
文
章
が
、
日
本
教
育
学
会
で
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

「
人
格
形
成
に
お
け
る
教
授

＝
学
習
の
役
割
」
に
お
け
る
提
案
の
ま
と
め
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
図
ら
ず
も
、

「
教
授
＝
学
習
」
と

「
学
ぶ
と
教
え
る
」
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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第
二
部
の
後
半
は
三
つ
の
章
で
構
成
し
た
。

著
者
で
あ
る
私
、
吉
田
章
宏
と
い
う
名
前
を
も
つ
私
も
ひ
と
り
の

「
私
」
で
あ
る
。
そ
の
私
も
生
き
て
い
る
ひ
と
り
の

人
間
と
し
て
、
多
く
の
喜
び
、
怒
り
、
哀
し
み
、
楽
し
み
を
生
き
て
き
た
。
私
と
い
う
人
間
に
よ
る
人
間
の
研
究
は
、
私

と
い
う
個
人
の
歴
史
を
背
景
に
も

っ
て
い
る
。
こ
の
三
章
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
そ
う
し
た
個
人
的
歴
史
に
も

少
し
触
れ
て
、
ノ
ー
ト
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
章

「
『
数
学
を
つ
く
る
』
授
業
を
め
ざ
し
て
」

は
、　
私
が
自
ら
試
み
た
授
業
の
ひ
と
つ
を
授
業
者
と
し
て
の
立
場

か
ら
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
執
筆
し
た
当
時
、
私
が
世
話
人
の
ひ
と
り
と
し
て
所
属
し
て
い
た

「
教
授
学

研
究
の
会
」
で
は
、
指
導
者
で
あ

っ
た
斎
藤
喜
博
先
生
の
強
い
要
望
に
よ
っ
て
、
会
員
の
大
学
研
究
者
た
ち
が
小

ｏ
中
学

校
あ
る
い
は
高
等
学
校
で
授
業
を
試
み
る
こ
と
を
盛
ん
に
行
な
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
こ
の
要
望
は
、
研
究
者
が
授
業

の
研
究
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
研
究
者
も
自
ら
授
業
を
試
み
る
創
造
体
験
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
見

通
し
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
当
時
、
宮
城
教
育
大
学
学
長
で
あ

っ
た
哲
学
者
林
竹
二
先
生
の

「
人
間
に
つ
い
て
」
、

「
開
国
」
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
の
小
中
学
校
で
の
授
業
実
践
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
授
業

へ
の
洞
察
と
問
題
提
起
に
、
斎

藤
先
生
が
共
感
じ
深
い
感
銘
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
も
発
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
要
望
の
根
底
に
は
、
教
育
研
究
者
は

授
業
を
創
造
す
る
体
験
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
貧
相
な
の
だ
と
い
う
、
研
究
者
に
対
す
る
批
判
が
あ

っ
た
。
こ
の
批
判
は
、

軽
い
椰
楡
と

ユ
ー
モ
ア
を
込
め
て

「
研
究
者
貧
相
論
」
と
呼
ば
れ
た
。　
そ
れ
は
、
「
他
人
の
実
践
を
傍
か
ら
見
て
は
理
屈

123
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を
こ
ね
ま
わ
し
て
ば
か
り
い
ず
に
、
実
際
に
自
分
で
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
、
ま
ず
試
み
て
み
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

私
を
含
め
て
、
授
業
者
体
験
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
未
熟
な
研
究
者
た
ち
に
と

っ
て
は
、
実
践
者
の
あ
い
だ
の
実
践
批
判

　

，

の
厳
し
さ
を
知
る
だ
け
に
、
き
つ
い
注
文
で
あ

っ
た
。
第
七
章
に
も
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
当
初
授
業
の
研
究

へ
の
参
加

を
、
あ
く
ま
で
、
研
究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
実
践
者
の
実
践
に
学
ぶ
こ
と
と
し
て
の
み
を
考
え
て
い
た
私
は
、
は
じ

め
は
こ
の
要
望
に
か
な
り
の
抵
抗
感
を
覚
え
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
す
。
自
ら
の
未
熟
さ
を
曝
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
そ
の
恥
ず
か
し
さ
を
何
と
か
し
て
避
け
た
い
と
の
当
然
と
も
い
え
る
感
覚
も
恐
ら
く
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共

に
、
授
業
研
究
者
が
授
業
を
自
ら
試
み
る
こ
と
が
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
何
故
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
か
、
理
論
―
―

あ
る
い
は
理
屈
―
―
の
上
で
も
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斎
藤
先
生
が

「
研
究
考
貧
相
論
」
を
提
起
し
展
開
さ

れ
た

一
九
七
四
年
の
暮
れ
の
研
究
会
で
は
、
私
は
、
映
画
製
作
に
お
け
る
実
践
若
で
あ
る
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
映
画

理
論
と
、
映
画
鑑
賞
者
で
あ
り
心
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
映
画
理
論
と
の
対
比
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

授
業
理
論
に
も
、
実
践
者
に
よ
る
理
論
と
研
究
者
に
よ
る
理
論
と
の
両
方
が
共
に
成
立
し
う
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
論
を

述
べ
て
、

「
研
究
者
も
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
斎
藤
説
に
独
り
抵
抗
し
た
り
も
し
た
。　
い
ま
思
え
ば
懐

か
し
い
。

斎
藤
先
生
の
問
題
提
起
は
、
根
本
的
に
は
、
研
究
者
の
生
に
と

っ
て
研
究
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
践
者
の
生
に
と

っ
て
の
実
践
の
意
味
を
真
に
学
ぶ
と
き
、
研
究
者
が
自
ら
に
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
で
あ

っ
た
の
だ
、
と
今
の
私
に
は
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

事
情
も
あ

っ
て
、
私
も
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し
て
機
会
あ
る
ご
と
に
、

つ
た
な
い
授
業
を
試
み
る
こ
と
を
努
め
た
。
こ
こ

に
収
録
し
た

「
マ
イ
ナ
ス
掛
け
る
マ
イ
ナ
ス
」
の
数
学
授
業
の
外
に
、
「
小
数
と
分
数
」

の
授
業
、　
何
種
類
か
の

「
も
の

の
見
方
」
の
授
業
、
「
明
石
海
人
の
詩
」
の
授
業
、
「
パ
ス
カ
ル
の
パ
ン
セ
」
の
授
業
、
幾
つ
か
の
英
語
の
授
業
、
先
行
実

践
例
の
あ
る
幾
つ
か
の
詩
の
授
業
の
試
み
、
な
ど
な
ど
、
北
は
北
海
道
室
蘭
市
の
啓
明
高
校
か
ら
南
は
宝
塚
市
逆
瀬
台
小

学
校
ま
で
、
当
初
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
よ
う
な
数
多
く
の
学
校
で
授
業
を
試
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
子
ど
も

た
ち
と
の
出
会
い
を
経
験
し
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
斎
藤
喜
博
先
生
の
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
ぁ
の
強
い
要
望
が
な

け
れ
ば
、
引

っ
込
み
思
案
な
私
は
、
き

っ
と
こ
う
し
た
体
験
を
も
つ
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
感

謝
の
念
を
も

っ
て
、
ぁ
の
と
き
の
先
生
の
厳
し
い
口
調
と
緊
迫
感
と
を
、
そ
の
隣
に
座

っ
て
お
ら
れ
た
林
竹
二
先
生
の
ご

様
子
と
と
も
に
、
今
あ
り
あ
り
と
思
い
起
す
。　
一
九
七
五
年
夏
、
十
和
田
市
で
開
か
れ
た
研
究
大
会
で
の
口
頭
発
表
が
、

多
く
の
尊
敬
す
る
実
践
者
の
方
々
か
ら
満
面
の
笑
み
を
も

っ
て
暖
か
く
迎
え
ら
れ
た
こ
と
が
い
ま
懐
か
し
く
思
い
起
さ
れ

る
。
こ
の
記
録
を
出
版
で
き
た
こ
と
は
当
時
の
私
に
は
大
き
な
喜
び
で
あ

っ
た
。

第
五
章

「森
の
出
日
は
ど
こ
か
？
」
は
、
私
に
と

っ
て
は
、
語
り
出
せ
ば
切
り
の
な
い
ほ
ど
多
く
の
事
件
の
思
い
出
を

伴

っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
授
業
研
究
者
の
世
界
に
お
け
る

「
ュ
サ
ブ
リ
」
を
め
ぐ
る

「
出
口
」
論
争
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
私
は
今
に
し
て
思
う
。
学
問
研
究
と
は
い
っ
て
も
、
学
問
が
独
り
歩
き
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
を
担
う
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
生
き
て
い
る
人
間
た
ち
―
―
多
く
の

「
私
」
た
ち
―
―

で
ぁ
る
。
教
育
研
究
者
で
あ
る

「私
」
た
ち
が
、
名
と
利
を
求
め
て
踊
り
、
踊
ら
さ
れ
る
、
そ
の
こ
と
に
何
の
不
思
議
が
あ
ろ
う
。

私
が
身
近
に
接
す
る
よ
う
に
な

っ
た
実
践
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
で
、
純
粋
に
ひ
た
む
き
に
、
よ
り
良
き
教
育

実
践
、
子
ど
も
の
美
し
さ
を
求
め
真
剣
に
生
き
、
重
厚
で
静
證
な
授
業
の
雰
囲
気
を
重
ん
じ
て
い
た
。
そ
う
し
た
実
践
者

た
ち
に
接
す
る
な
か
で
、
私
は
私
自
身
の
堅
さ
を
反
省
さ
せ
ら
れ
、
子
ど
も
時
代
の
素
直
さ
素
朴
さ
と
お
お
ら
か
さ
を
謙

　

め

虚
に
取
り
戻
す
べ
く
促
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
知
ら
ぬ
間
に
、
社
会

一
般
が
総
て
そ
う
で
ぁ
る
べ
き
だ
、
だ
か
ら
、
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そ
う
で
あ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
こ
と
が
当
然
だ
、
そ
う
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
私
が
斎
藤
喜
博
に
、
武
田
常
夫
に
、
会
の
す
ぐ
れ
た
実
践
者
た
ち
に
、
そ
し
て
林
竹

　

・２

二
に
、
さ
ら
に
た
と
え
ば
、
写
真
集

『
い
の
ち
　
こ
の
美
し
き
も
の
』
（筑
摩
書
一房
）
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う

な

世

界

に
、

憧
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
世
界
が
、　
一
般
の
社
会
に
は
な
か
な
か
見
出
し
が
た
い
か
ら
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

し
て
み
る
と
、　
一
般
の
社
会
に
直
ち
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
自
体
、
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
無
理
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
の

だ
、
と
今
は
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
と
き
は
、
人
び
と
は
良
き
も
の
に
学
び
、
そ
れ
を
社
会
に
広
め
る
た
め
に
生

き
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
世
間
知
ら
ず
の
子
ど
も
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
私
に
は
あ

っ
た
よ
う
だ
。
あ
る
べ
き
姿
を
求
め

る
あ
ま
り
、
現
代
の
過
酷
な
競
争
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
名
と
利
を
求
め
る

「
お
と
な
」
と
し
て
生
き
て

い
る
多
く
の

「
私
」
た
ち
の
現
実
を
そ
の
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
未
熟
さ
に

恥
じ
入
る
ほ
か
な
い
。
と
は
い
え
、
私
は
こ
の
事
件
の
体
験
を
通
し
て
実
に
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。

そ
う
し
た
社
会
的
事
件
の
背
景
は
と
も
か
く
、
「
森
の
出
回
は
ど
こ
か
？
」

と
い
う
あ
の
単
純
な
問
い
が
、　
問
い
そ
の

も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
ど
の
奥
行
き
を
も
つ
問
い
に
な
る
と
は
、
は
じ
め
は
、
私
は
ま

っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
い
を
め
ぐ

っ
て
本
論
で
展
開
し
た
よ
う
な
問
題
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
く
過
程
は
、
私
に
と

っ
て
は
ま
さ
に
発
見
の
過
程
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
本
報
告
が
、
私
の
尊
敬
す
る
芸
術
家
の
方
に
、
ま
た
、
信
頼
す
る
多

く
の
実
践
者
の
方
々
に
興
味
を
も

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
暖
か
い
励
ま
し
の
数
々
を
受
け
た
こ
と
は
私
に
と

っ
て
、
大
き

な
喜
び
で
も
あ

っ
た
。

こ
の

「
森
の
出
口
」
を
め
ぐ
る
公
的
あ
る
い
は
私
的
事
件
の
、
具
体
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
て
、
私
は
現
代
の

社
会
に
名
と
利
を
求
め
て
お
も
ね
る
姿
を
見
、
そ
の
こ
と
の
愚
か
さ
と
危
険
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
る
も
の
ご

と
が
流
行
す
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
社
会
に
即
し
て
お
り
、
そ
れ
を
映
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考

え
る
よ
ぅ
に
も
な
っ
た
。
教
育
の
分
野
だ
け
を
見
て
も
、
現
代
が
良
き
時
代
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
心
豊
か
な
よ
り
良

き
社
会
を
求
め
て
努
力
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。
ま
た
、
現
象
学
と
解
釈
学
の
力
を
確
信
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
も
、
こ
の
事
件
を
通
じ
て
で
ぁ

っ
た
。
私
に
と

っ
て
は
意
義
深
く
、
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
事
件
で
あ

っ
た
。

第
六
章

「『
学
ぶ
』
と

『
教
え
る
』
―
―
学
教
の
心
理
学
」
は
、
私
の
こ
れ

か
ら

の
仕
事
で
あ
る

「
授
業
の
現
象
学
」

の
大
ま
か
な
素
描
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。
こ
の
内
容
の
大
略
を
発
表
し
た

一
九
八
〇
年
の

「
教
授
学
研
究

の
会
」
の
雲
仙
で
の
夏
の
大
会
の
直
後
、
私
は
日
本
を
離
れ
、
米
国
ペ
ン
シ
ル
バ

ニ
ア
州
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
市
に
あ
る
デ

ュ

ケ
イ
ン
大
学
心
理
学
科
で
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
上
級
研
究
員
と
し
て

一
年
を
過
ご
し
た
。
Ａ

・
ジ
オ
ル
ジ
教
授
な
ど
の
現
象
学

的
心
理
学
者
と
親
交
を
結
び
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
時
間
を
か
け
て
現
象
学
を
学
ぶ
機
会
を
得
た
。
こ
の
学
問

の
奥
行
き
の
深
さ
に
は
今
も
た
だ
溜
息
す
る
の
み
で
あ
る
。
私
の
研
究
の
浅
さ
貧
し
さ
に
は
恥
じ
入
る
。
し
か
し
、
私
は

私
な
り
に
研
究
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
そ
う
自
ら
を
勇
気
づ
け
て
は
、
貧
し
い
な
が
ら
も

自
分
な
り
の
研
究
を
す
こ
し
ず
っ
進
め
て
き
て
い
る
。
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Ⅳ

第
二
部

「
実
践
者
の
世
界
に
学
ぶ
」
は
、
三
つ
の
章
で
構
成
し
た
。

第
七
章

「
人
間
科
学
と
し
て
の
教
授
学
を
め
ざ
す
」
は
、　
一
九
七
八
年
夏
、
洞
爺
湖
温
泉
で
開
か
れ
た

「
教
授
学
研
究

の
会
」
の
公
開
研
究
会
で
の
発
表
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
会
の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を

ま
と
め
て
み
よ
と
の
世
話
人
会
の
要
望
に
も
と
づ
い
て
、
私
が
当
時
考
え
て
い
た

「
教
授
学
」
の
進
む
方
向
の
ス
ケ
ッ
チ

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
こ
の
よ
う
な
形
で
こ
こ
に
収
め
て
な
る
と
、
題
に
は

「
教
授
学
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ぁ
り
、

ま
た
論
じ
て
い
る
内
容
も
、
当
時
の

「
教
授
学
研
究
の
会
」
の

「
教
授
学
」
に
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
狭
い
も
の
で
は
な

い
、
も

っ
と
広
い
背
遍
性
を
も

っ
て
い
る
こ
と
だ
、　
と
私
は
み
え
る
。　
そ
れ
は
、
本
章
の
中
に
書
い
て
い
る

「『
人
間
に

よ
る
、
人
間
の
た
め
の
、
人
間
の
研
究
』
で
あ
り
、
『
人
間
に
よ
る
授
業
』
の
研
究
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
授
業
に
お
け
る

人
間
』
の
研
究
」
（期
。ヘ
ー
ジ
）
の
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。

授
業
の
研
究
は
教
育
の
研
究
の

一
部
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
教
育
の
研
究
は
、
人
間
の
研
究
と
し
て
は
、
幾
つ
も
の

難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
人
間
が
人
間
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
第

一
部
と
第
二
部
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
教
え
る
人
間
と
教
わ
る
人
――――
が
―
―
た
と
え
ば
授
業
者
た
る
教
師
と
受
業
者
た
る
子
ど
も
が
―
―
互
い
に
ど

う

「
わ
か
る
」
か
、
ま
た
互
い
に
ど
う

「
か
わ
る
」
か
が
問
題
と
な
る
。
人
間
同
士
の
理
解
と
変
化
が
問
題
と
な
る
。
互

い
に

「
わ
か
る
」
（理
解
）
を
し
つ
つ

「
か
わ
る
」
（変
化
）
を
し
て
い
る

（授
業
す
る
と
受
業
す
る
）
人
間
た

ち

は
、

「
わ
か



る
」
（理
解
）
を

「
わ
か
る
」
（理
解
す
る
）
も
、
「
か
わ
る
」
（変
化
）
を

「
わ
か
る
」
（理
解
す
る
）
も
当
然
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
な
か
で
、
「
わ
か
る
」
（理
解
）
も

「
か
わ
る
」
（変
化
す
る
）。
そ
こ
で
の
そ
う
し
た
も

ろ
も

ろ

の

「
わ
か
る
」

（理
解
）
と

「
か
わ
る
」
（変
化
）
は
、
深
め
ら
れ
、
伝
え
合
い
、
蓄
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
た
と
え
ば
、
授
業
実
践
者

の
間
の
実
践
研
究
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
子
ど
も
た
ち
が
互
い
の
伝
え
合
い
で
、
行
な

っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
に
、
教
育
を
研
究
す
る
研
究
者
な
る
人
間
が
登
場
す
る
。
そ
の
研
究
者
な
る
人
間
は
教
育
学
を
は
じ
め
、

歴
史
学
、
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
研
究
の
訓
練
を
積
ん
で
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
教
育
を
研
究

す
る
人
間
と
し
て
、
教
育
を
生
き
て
い
る
人
間
た
ち
―
―
教
師
と
子
ど
も
―
―
の
ま
え
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
育
の
現
実
を
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
研
究
者
が
、
そ
の
現
実
を
い
ま
生
き
つ
つ
あ
る
教
師
の
世
界
や
子
ど

も
の
世
界
に
つ
い
て
、
さ
き
に
述
べ
た
教
師
や
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
よ
り
も
深
く
豊
か
な

「
わ
か
る
」
を
し
て
い
る
と

か
、
で
き
る
と
か
い
う
保
証
は
、
無
条
件
で
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
授
業
の
機
微
は
授
業
を
自
ら
生
き
て
み

な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
教
師
や
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
の
ほ
う
が
深
く
鋭
い
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。

で
は
、
研
究
者
の
積
極
的
な
役
割
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
教
育
の
生
き
た
現
実
に
発
す
る
実
践
的
な
学
問

は
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
創
造
す
る
の
か
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、
本
論

考
発
表
時
に
お
け
る

「
教
授
学
」
の
問
題
で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
限
定
は
さ
れ
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題

な
の
で
あ
る
。

「
教
授
学
研
究
の
会
」
の
世
話
人
で
あ
り
指
導
者
で
も
あ

っ
た
斎
藤
喜
博
先
生
は
、
「
教
授
学
」
創
造
の
担
い
手

と

し

て
研
究
者
に
望
み
を
賭
け
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
可
能
性
で
は
あ

っ
た
で
ぁ
ろ
う
。
私
自
身
も
そ
の
可
能
性
を

否
定
は
し
な
い
。
そ
の
可
能
性
が
現
実
的
可
能
性
か
ど
う
か
は
、
研
究
者
に
よ
る
実
践
的
教
授
学
が
現
実
に
創
造
さ
れ
た

と
き
は
じ
め
て
証
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
も
う
ひ
と
っ
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
践
者
が

「
教
授
学
」
を
創

造
す
る
こ
と
で
ぁ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
実
践
者
で
あ
り
か
っ
研
究
者
で
あ
る
人
間
が
、
実
践
に
つ
い
て
の
学
問

を
創
造
す
る
こ
と
で
ぁ
る
。
私
は
後
者
の
可
能
性
の
ほ
う
が
よ
り
実
現
さ
れ
や
す
い
と
の
説
を
立
て
て
、
斎
藤
先
生
に
よ

く
中
し
上
げ
も
し
た
。
が
、
先
生
は
私
に
賛
成
し
て
は
下
さ
ら
な
か
っ
た
。
実
践
の
学
を
創
る
の
は
、
実
践
者
で
あ
る
よ

り
も
、
実
践
者
と
共
に
実
践
を
創
造
し
つ
つ
実
践
者
に
学
ぶ
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
先
生
の
お
考
え
で
あ

っ
た
ょ

う
だ
。
先
生
か
』
見
る
と
、
そ
れ
は
ど
に
研
究
者
が
頼
も
し
く
思
ぇ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
こ

と
で
、
頼
り
な
い
研
究
者
た
ち
を
勇
気
づ
け
励
■
し
て
ぉ
島
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
、
お
し
ろ
実
践
た
に
望
玖
を
略
け
る
。
い
や
、
研
究
的
実
践
者
ぁ
る
い
は
実
践
的
研
究
者
に
、
と
い
っ
た
ほ
う
が

正
確
か
も
知
れ
な
い
。
斎
藤
蒔
眸
先
生
の

ｒ‐‐授
業
入
円
』
、
『
授
業
』、
『
教
育
学
の
す
す
め
』
な
ど

一
連
の
労
作
は
そ
う
し

た
研
究
的
実
践
者
と
し
て
の
先
生
の
リーー‐
論
的
な
お
仕
事
だ

っ
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
向
に
大
き

な
期
待
を
も
つ
。
こ
の
考
え
は
第
七
■
に
も
述
べ
て
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
ま
た
、
次
の
文
章
に
も
こ
の
考
え
が
ス

ケ
ッ
チ
し
て
あ
る
。

「
二
つ
の

『
世
界
』
と
ひ
と
っ
の
夢
」
、

『事
実
と
創
造
８
』
、　
一
九
八
二
年

一
月
号
、　
一
茎
書
房
、　
四
五
―
五

一
ペ

ー
ジ
。

「
教
授
学
」
に
せ
よ
、
実
践
的
教
育
学
に
せ
よ
、
そ
れ
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
夢
で
あ
り
、
プ
ラ
ン
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
私
の

「
授
業
の
現
象
学
」
も
、
こ
れ
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。

ノート Ⅳ
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で
は
、
こ
の
段
階
で
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
な
す
べ
き
か
。

そ
れ
は
、
両
方
の
可
能
性
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
追
求
し

て
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
、
こ
の
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
過
渡
期
と
し
て
の
現
在
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
両
方
の
可
能
性
を
展
望
し
つ
つ
、
自
ら
の
歴
史
を
背
負

っ
て
、
自
分
な
り
に
、
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し

て
、
自
ら
の
生
に
残
さ
れ
た
時
間
を
生
か
し
て

「授
業
の
現
象
学
」

へ
の
道
を
歩
む
ほ
か
な
い
と
思
う
。
そ
れ
が
私
に
で

き
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
挑
戦
す
る
だ
け
の
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
信
じ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
私
と
し
て
は
そ
う
す
る

ほ
か
に
、
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
問
題
は
、
「
人
間
に
よ
る
、　
人
間
の
た
め
の
、　
人
間

の
研
究
」
に
共
通
し
て
現
わ
れ
て
く
る
普
遍
的
な
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
お
き
た

い
。第

八
章

「
斎
藤
喜
博
の
世
界
に
学
ぶ
」
は
斎
藤
先
生
亡
き
後
、
国
土
社
か
ら
出
版
さ
れ
た

『第
二
期
斎
藤
喜
博
全
集
第

３
巻
』
の
巻
末
に

「
解
説
」
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
の
な
か
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な

一
節
が
あ

っ
た
。

「
一
般
に
い
う
解
説
は
、
作
品
の
時
代
と
か
価
値
と
か
を
他
に
説
明
す
る
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、
解
釈
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
ま
た
そ
の
底
に
あ
る
も
の
を
読
み
と
る
作
業
で
す
。
（中
略
）
解
説
は
単
に
物
識
り
に
な
る
だ
け
で
す
が
、
解
釈
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。」
（同
書
、
三
二
九
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
第
八
章
の
文
章
は

「解
説
」
と
し
て
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
は

「
解
釈
」
と
し
て
書
い
た
。

実
践
者
の

「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」
こ
と
を
通
し
て
実
践
の
学
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
な
ら
、
実
践
者
の
生
き
る
世
界

を

「
わ
か
る
」
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
。
実
践
者
斎
藤
喜
博
の
世
界
は
、
本
文
に
も
書
い
た
よ
う
に
教
育
実
践
と
短
歌

に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
て
き
た
陛
界
で
あ

っ
た
。
具
体
を
鋭
く
見
る
日
も
そ
こ
で
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
集
を
読

ま
な
い
で
、
斎
藤
喜
博
の
世
界
を

「
わ
か
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
そ

し
て
、
実
践
者
の
世
界
に
学
ぶ
と
き
、
常
に
、
そ
う
し
た
こ
と
に
直
面
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
実
践
者

芦
田
恵
之
助
の
世
界
に
お
け
る
静
座
の
よ
う
に
。

実
践
者
は
、
実
践
者
と
し
て
■
か
に
生
き
よ
う
と
、
自
ら
の
世
界
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
他
の
世
界
に
道
を
求
め
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
を

「
わ
か
る
」
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の

「
わ
か
る
」
も
さ
ら
に
豊
か
に
な
る
。

終
章
で
あ
る
第
九
章

「『
な
る
」
と

『
み
え
る
』
の
創
造
ヒ

は
、
教
育
実
践
お
よ
び
研
究
に
お
い
て
、
実
践
者
に
も
研

究
者
に
も
体
得
す
る
こ
と
が
熱
望
さ
れ
て
い
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
理
論
的
考
察
で
あ
る
。

見
え
て
い
な
か
っ
た
物
■
が
、
良
く
サ
‐
―
‘る
こ
と
を
拍
じ
て
、
少
し
ず

つ
霞
が
晴
れ
る
よ
う
に
次
第
に
良
く
見
え
る
よ
う
に

な

っ
て
い
く
、
主
た
、
ぁ
る
と
き
は
、
そ
れ
―
で
代
度
見
て
も
見
え
な
か
っ
た
物
事
が
あ
る
と
き
突
然
見
え
て
く
る
。

そ
し
て
、
も
う
見
え
な
く
な
ら
な
い
．
そ
の
と
卜
、
そ
の
サ
出
占

／
研
究
者
は

「
み
え
る
」
人
と
な
る
。

こ
の
文
章
は
、
実
践
治
の
性
界
に
学
ぶ
Ｌ
い
う
こ

‘‐１
の
可
―――‐
性
Ｌ
そ
の
意
味
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
私
は
い
ま
も
、

そ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
て
ぃ
る
こ
と
は
社
本
的
に
正
卜
い
た
イ
‐‐
じ
て
い
る
。

一
九
八

一
年
、
米
国
か
ら
帰
国
”
、
市

――‐―、
喜
博
先
生
亡
卜
仕

の
伊
占
保
温
泉

で

ま
だ
お

フじ
気
だ

た
い
7ヒ
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Ｍ
・
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
、
竹
内
芳
郎

・
小
木
貞
孝
訳

『知
覚
の
現
象
学
ｌ
ｏ
２
』、　
み
す
ず
董
房
、　
一
九
六
七
年
、　
一
九
七

四
年
。

（
６
）

Ｍ

●
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
、
滝
浦
静
雄

ｏ
木
田
元
訳

『眼
と
精
神
』
、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
六
六
年
、
二
六

一
ペ
ー
ジ
。

（
７
）

０

●
Ｆ

●
ボ
ル
ノ
ー
、
藤
縄
千
卿
訳

『気
分
の
本
質
』、
筑
摩
書
房
、　
一
九
七
三
年
。
Ｈ

・
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
、
宮
本
忠
雄

・
上

国
宣
子
訳

『味
と
雰
囲
気
』、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
八
〇
年
、
な
ど
を
参
照
。

（
８
）

木
村
敏

『
人
と
人
と
の
間
』、
弘
文
堂
、　
一
九
七
二
年
、　
三
ハ
七
ペ
ー
ジ
。

（
９
）

木
村
敏

『
自
覚
の
精
神
病
理
』
、
紀
伊
國
屋
書
店
、　
一
九
七
八
年
、　
三
全
ハ
ペ
ー
ジ
。

（１０
）

斎
藤
喜
博

『
教
育
学
の
す
す
め
』、
筑
摩
書
房
、　
一
九
六
九
年
、　
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（Ｈ
）

島
崎
敏
樹

『
人
格
の
病
』、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
六
年
、
二
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（・２
）

「
見
え
る
』
と
い
う
こ
と
の
研
究
Ｉ
」
亀
教
授
学
研
究
４
』
所
収
）
で
宮
坂
義
彦
氏
が
示
さ
れ
た
解
釈
は
こ
れ
で
あ
る
。

（・３
）

林
竹
二

「教
育
の
再
生
を
も
と
め
て
」
、
筑
摩
書
房
、　
一
九
七
七
年
、
三
―
三

一
ペ
ー
ジ
。

（
・４
）
　
∽
ｏ
●
”の一σ①品
・
工
〓
哺
卜
ヽ
ヽ
卜
ヽヽ
ο
毯
ｓヽ
οヽ
０”
ゃ
ミ

を
お
ｄ
ミヽ
いヽ
■
―
―
卜

職
お
ざ
ヽ
いヽｓ
ヽ

おヽ
ａヽ
ヽ
ミ
いヽ
ざ
ド
　
く
２
・　
Ｈ
ｏ〓
ヽ
　
マ
Ｆ
ユ
一●
暉
∽

Ｚ
中一Ｆ
ｏ
識
＼
日
ｒ
の
目
認
『Ｃ
Ｐ

】ＯＮ
Ｆ

ｏ
・
ｏｏ９

（
・５

）

Ｚ
ｏ
『
摯
〕
δ
』
Ｆ

パ
じ

【
ヽヽ
ヽ
お
い
”
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
）●
ヽ
一ヽ

い
お
ヽ
ｏ
”
卜

（
弓
“
●
∽
一営
＆
一
げ
ヽ

い
【
Ｃ
８

パ
〓
ヨ
ヨ
８
）

∪
ｃ
ｏ
ｃ
Ｏ
魚
）
Ｃ
ユ
メ

「
お
協
・
い
０
ヾ
Ｐ

Ｕ
。　
Ｎ
。

（・６
）

斎
藤
喜
博
全
集
、
第
１５
１
２
巻
、
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、
を
参
照
。　
こ
の
巻
に
は
、
「羊
歯
」
「
證
」
「
職
場
」
「
職
場
』
以

後
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
右
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
集
を
は
じ
め
て
通
し
て
読
ん
だ
と
き
、
私
は
そ
の
一
生
の
鮮
烈
な
パ
ノ
ラ

マ
を
み
た
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
著
作
に
も
た
い
へ
ん
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

氷
上
正

『
斎
藤
喜
博
の
短
歌
と
人
間
』
、
国
土
社
、　
一
九
七
四
年
。

（・７
）

武
田
常
夫

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』、
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、　
〓

一七
―

一
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
・８
）

斎
藤
喜
博

『続
　
上里
子
抄
』、
全
集
２
、
国
土
社
、　
一
九
七
〇
年
、
二
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
・９
）

Ｍ
・
メ
ル
ロ
“
ポ
ン
テ
ィ
、
竹
内
芳
郎
監
訳

『
シ
ー
ニ
ュ
２
』
、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
〇
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
２０
）

こ
れ
は
、
メ
ル
ロ
”
ポ
ン
テ
ィ
の

「
哲
学
者
の
影
」
と
題
す
る

一
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
文
章
で
あ
る
。

あ
と
が
き

私
は
、
本
文
中
に
も
あ
る
通
り
、　
一
九
八

一
年
九
月
、
米
国
ビ
ッ
ツ
パ
ー
グ
市
の
デ

ュ
ケ
イ
ン
大
学
の
心
理
学
部
で
の

一
年
間
の
勉
学
と
研
究
を
終
え
て
、
将
来
の
数
多
く
の
実
践
研
究
計
画
を
携
え
、
期
待
と
希
望
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

日
本
に
帰
国
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
斎
藤
喜
博
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
直
後
の
日
本
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
留
守
中
の

一
年
間
に
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
私
の
知
ら
な
い
数
多
く
の
何
事
か
が
起

っ
て
い
た
。
私
に
異
郷
で
の
豊
か
な
経

験
が
あ
れ
ば
、
故
郷
の
人
び
と
に
は
日
本
で
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
あ
る
。
し
か
し
、
人
び

と
は
私
の
経
験
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
変
化
に
伴
う
人
び
と
の
経
験
を
私
が
知
ら
な
い
こ
と
は
、
人
び
と
に

は
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
私
は
、
Ａ

・
シ
ュ
ッ
ツ
の
言
う
、
「
帰
郷
者
」
体
験
を
味
わ
う
。

帰
国
か
ら
半
年
、　
そ
し

言 も し
葉 し た こ
ヤよ  ｀
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し の し に
]II意

｀
感

き 味 こ 謝
た で の の
い

｀
「讐 意°

右 は を
の ｀

表
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あとがき

て

一
年
、
さ
ら
に
、
二
年
…
…
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
襲
い
来
る
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
出
来
事
の
数
か
ず
、
そ
こ
に
現
わ
れ

て
く
る
人
び
と
の
志
の
貧
し
さ
に
、
私
は
失
望
し
、
幻
滅
し
、
挫
折
し
た
。
希
望
に
満
ち
た
計
画
も
、
空
し
く
散

っ
て
い

っ
た
。
「
教
授
学
研
究
の
会
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
十
年
間
の
私
の
生
活
の
す
べ
て
の
中
心
を
占
め
て
い
た
。
『
第
二
期
　
斎

藤
喜
博
全
集
　
第
１２
巻
』
末
尾
の
年
譜
を
た
ど
る
と
、
同
僚
の
柴
田
義
松
、
稲
垣
忠
彦
氏
ら
の
名
前
と
共
に
、
私
の
名
前

「
吉
田
章
宏
」
が
数
多
く
現
わ
れ
て
い
る
。
心
許
し
た
人
び
と
と
共
に
過
ご
し
た
数
多
い
豊
か
な
日
々
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、

懐
か
し
さ
を
も
っ
て
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
私
は
、　
一
九
八
二
年
春
、
そ
れ
ま
で
務
め
て
い
た
世
話
人
を
、
会
か
ら
の
間

い
合
わ
せ
の
一
葉
の
葉
書
に
、

「
○
」
ひ
と
つ
記
す
こ
と
で
辞
す
る
。　
そ
し
て
、
　
一
九
八
四
年
、

「
教
授
学
研
究
の
会
」

を
自
然
退
会
と
な
る
。
抑
欝
的
と
な
り
、
米
国
の
親
し
い
友
人
た
ち
に

「息
苦
し
い
」
と
書
き
送

っ
た
。
人
間
嫌
い
に
成

り
か
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
挫
折
か
ら
立
ち
直
る
べ
く
、
こ
れ
ま
で
、
私
な
り
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
。

研
究
者
が
教
育
実
践
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
考
え
続
け
て
き
て
い
る
。
教
育
実
践
の
研
究
に
お
い
て

は
、
実
践
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
実
践
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

た
だ
単
に
、
実
践
に
じ
か
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と

で
、
「
実
践
に
か
か
わ
ら
な
い
研
究
者
」
と
い
う
批
判
や
非
難
を
免
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
実
践

に
じ

か
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、
実
践
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
実
践
に
か
か
わ
り
続
け
な
が
ら
、
な

ん
ら
の
貢
献
も
で
き
ぬ
ま
ま
、
空
し
く
時
を
過
ご
す
場
合
も
あ
る
。
実
践
の
妨
げ
に
な
る
場
合
も
、
実
践
を
誤
ら
せ
る
場

合
さ
え
も
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
時
に
は
、
逆
に
実
践
に
あ
る

一
定
の
距
離
を
お
い
て
学
ぶ
こ
と
で
、
実
践
の
妨
げ
に

な
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
か
え
っ
て
実
践
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
い
う

こ
と
が
あ

っ
て
も
よ
い
、
そ
う
私
は
思
う
。

私
は
こ
の
書
を
世
に
送
る
こ
と
で
、
次
の
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
強
く
感
じ

る
。
私
が
生
き
た
ひ
と
つ
の
歴
史
を
自
分
な
り
に
省
み
た
こ
と
で
、
私
の
生
に
残
さ
れ
た
こ
れ
か
ら
の
時
を
、
私
が
良
し

と
信
ず
る
道
を
歩
む
こ
と
に
生
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
感
じ
る
。
私
の
生
の

「証
」
を
こ
こ
に
残
す
こ
と
で
、
死

へ

む
け
て
の
ひ
と
つ
の
準
備
が
で
き
た
、
と
も
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
、
心
か
ら
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。

こ
の
書
が
、
教
育
実
践
と
教
育
研
究
の
さ
ら
に
新
た
な
結
合
と
、
そ
こ
か
ら
の
新
た
な
生
成
の
た
め
の

「
腐
植
土
」
と

な
る
こ
と
を
願
う
。

文
章
の
再
録
を
お
許
し
下
さ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
社
、
研
究
会
、
学
会
、
研
究
所
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
再
録
に
当

っ
て
、
文
体
の
統

一
、
多
少
あ
加
竿
、
削
除
、
修
正
を
行
な

っ
た
。
な
お
、
カ
バ
ー
装
丁
に
は
、
川
瀬

一
馬
翡

『
五
山
版

の
研
究
』
所
収
の
五
山
版
第

一
租
本

（人
理
図
書
館
所
蔵
）
の
十
牛
図
の
う
ち
か
時
、
「
得
牛
」
と

「
返
本
遺
源
」

の
一
一
図

を
、
著
者
の
お
許
し
を
得
て
、
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

京
都
で
日
本
教
育
心
理
学
会
が
開
か
れ
た
際
、
「
哲
学
の
道
」
を
故
策

し
た
。

途
上
、
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
た
西
田
幾

多
郎
の
つ
ぎ
の
歌
が
な
ぜ
か
心
に
残

っ
た
。

ひ
と
は
ひ
と
　
吾
は
吾
也
　
と
も
か
く
も
　
五日が
行
く
道
を
　
五口
は
行
く
也

一
九
八
七
年
七
月

吉
田

章
宏
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初出一yt

初
出

一
覧

第

一
章
　
少
年
の
感
情
と
表
現
に
学
ぶ

¨
原
題

「少
年
期
の
感
情
と
表
現
」
、
『岩
波
講
座
　
子
ど
も
の
発
達
と
教
育
５
　
少
年
期
』、

岩
波
書
店
、　
一
九
七
九
年
、　
三
ハ
九
―
二
〇
八
ペ
ー
ジ
。

第
二
章
　
「
わ
か
る
」
の
心
理
学
を
め
ざ
す

¨
原
題

「『
わ
か
る
』
の
心
理
学
」
、
『児
童
心
理
』、　
一
九
八
〇
年
五
月
号
、
金
子
書
房
、

一
―

一
九
。↑

ジ
。

第
二
章
　
授
業
を

「
わ
か
る
」

〓

〕

授
業
と
は
何
で
あ
る
か

¨
原
題

「序
章

授
業
」
、
吉
田
章
宏
編

『授
業
』、
朝

倉
書
店
、　
一
九
八
三
年
、　
一
―

一
三
ペ

ー

ジ

。

〔二
〕

授
業
を
創
る
¨
原
題

「教
え
る
と
い
う
こ
と
」
、
稲
垣
忠
彦

・
柴
田
義
松

・
吉
田
章
宏
編

『
教
育
の
原
理
Ⅱ
』、
東
京
大
学

出
版
会
、　
一
九
八
五
年
、　
一
一
―
四
六
ベ
ー
ジ
。

〔三
〕

授
業
を

「
み
る
」
¨
原
題

「
授
業
に
お
け
る

『
心
理
学
的
認
識
ヒ
、
『教
育
展
望
』
、　
一
九
八
三
年
四
月
号
、
教
育
調
査
研

究
所
、　
一
四
―
二
一
ペ
ー
ジ
。

〔四
〕

授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
を

「
わ
か
る
」
¨
原
題

「授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
」
、
『教
育
学
研
究
』、
　
一
九
八
六
年

第

一
号
、
日
本
教
育
学
会
、
六
〇
―
六
二
ペ
ー
ジ
。

＊
　
授
業
に
お
け
る
事
実
の
意
味

¨
原
題

「授
業
理
解
を
深
め
豊
か
に
す
る
一
視
点
―
―
授
業
に
お
け
る
事
実
と
意
味
」
、
『教

育
展
望
』、　
一
九
八
四
年
二
・
三
月
号
、
教
育
調
査
研
究
所
、　
三
ハ
ー
二
二
ペ
ー
ジ
。

第
四
章
　
「数
学
を
つ
く
る
」
授
業
を
め
ざ
し
て

一
原
題

「
『数
学
を
つ
く
る
』
授
業
を
め
ざ
し
て
―
―
中
学

一
年

『
マ
イ
ナ
ス
掛
け

る
マ
イ
ナ
ス
』
の
授
業
」
、
斎
藤
喜
博

・
柴
田
義
松

ｏ
稲
垣
忠
彦
・
吉
田
章
宏
編

『教
授
学
研
究
７
』、
国
土
社
、　
一
九
七
七

年
、
四
八
―
七
三
ペ
ー
ジ
。

第
五
章

「森
の
出
日
は
ど
こ
か
？
」
¨
同
右
編

『
教
授
学
研
究
１０
』、
国
土
社
、　
一
九
八
〇
年
、
八
―
五
六
ペ
ー
ジ
。

第
六
章
　
「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
¨
『講
座

現
代
の
心
理
学
３
　
学
習
と
環
境
』、
小
学
館
、　
一
九
八
三
年
、　
二
二
九
―
二
九
七
ペ

ー

ジ

。

第
七
卓
　
人
――――
科
学
Ｌ
し
て
の
教
授
学
を
め
ざ
す

¨
原
題
司
教
授
学
研
究
の
会
』
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
―
―
人
間
科
学
と

し
て
の

『
敗
授
学
Ｌ
、
同
右
締

『
教
授
学
研
究
９
』、
国
土
社
、　
一
九
七
九
年
、
八
―
二
六
ペ
ー
ジ
。

第
八
卓
　
一層
ホ
出
博
の
Ｌ
界
に
学
ぶ

¨
原
題
「解
説
　
斎
藤
喜
博
の
世
界
―
―
そ
の
豊
か
さ
に
学
ぶ

一
解
釈
」
、
『第
二
期

斎
藤
喜
博

全
集

第
３
■
」
、
国
上
社
、　
一
九
八
四
年
、
四
一
五
―
四
二
三
ペ
ー
ジ
。

＊
ホ
　
リーー，
た
め
り

¨
『悔
実
と
創
造
７
』、　
一
九
八

一
年

一
二
月
号
、
教
授
学
研
究
の
会
、　
一
茎
書
房
、　
一
ペ
ー
ジ
。

第
九
中
　
「
ム
る
」
上

「
ム
え
る
」
の
創
造

¨
原
題

「
『
み
る
』
と

『
み
え
る
』
の
創
造
―
―
斎
藤
喜
博
の
自
我
と
世
界
に
学
ぶ
」
、

教
授
字
研
究
の
去
綱
、
『第
二
川

教
授
学
研
究
２
』、
国
土
社
、　
一
九
八
二
年
、
二
一
―
四
二
ペ
ー
ジ
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SUMMARY

This book is a collection of articles and essays′  wr■tten by

the author on the theme of teaching v■ ewed from a phenomenological―

psychological― pedagogical perspective.

In PART I= 工 LEARN FROM THE WORLDS OF CH工 LDREN′  Chapter l

discusses the mean■ ng of ''I learn from children" w■ th a spec■ al

focus on childrenis feelings and express■ ons. We should learn about

children′  it is argued′  from children we encounter ■n our own lives

much more than from theories which have alroady been formulated

elsewhereo We should not interpret children stereotyip■ cally on the

bas■ s of pre― established theor■ es′  but should rather attempt tO
exam■ne theor■ es on the bas■ s of our own direct exPer■ ences.w■ th

children.  A child should be understood as a porson now living

hiS/her childhood. At present′  the person observes us adults w■ th

hiS/her seem■ ngly immature childish eyes. The eyses′  however′ could

actually be more sensitive than our own and will definitely be

progress■ vely maturod′  as lived in his/her memor■ es on occas■ ons of

recalls in the future.

In  PART  II:  CREATION  OF  THE  LIVED  WORLDS″   teaching  is
cons■ dered as a creation of newly lived worlds ln both children and

teachers. Chapter 2 discusses ''I understand'' as a way tOward "エ

change"― ――a change of my world and I― ――′ and exam■ nes the different

natures of "understanding'' with respect to the various objects of

"understanding"  such as material  objects′   deaths in the first′

second and third persons′   and understanding  itself.  Chapter 3

presents  a  v■ ew  that  a  classroom  teaching  is  a  process  of

encounters, confrontations and interactions′  between the worlds of

the teacher and children′  along with those of scientists′  artists

and people appear■ ng through teaching mater■ als′  whereby the lived

worlds  of  both  teachers  and  children  become  enr■ ched  and

transformedo The chapter′  then′  explicates the process of classrooom

teaching from a practic■ng teacheris first person's perspectiver

following the successive four stages of studying′  planning′  living
ana reflecting.  1'Seeing"  a classroom teaching in the first and
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second person's perspective ■s contrasted w■ th var■ ous kinds of

'seeing" from the objectivistic′ ''natural scientific"′ third person's
perspective.  Also′  various  Possible  meanings  of  negations  in
teaching are analyzed w■ th respect to an example episodo of teaching

a  literary work.  Chapter  4  describes  the  author's  own  ■ived

exper■cence of teaching in a secondary scho01 mathematics class′  on
"Why ls  the product of two negatives equa■  to a pos■tive ?"
Chapter 5 demonstrates a deta■ led explication of the question=

"Where ■s the ex■ t of a forest?"  The exPlication is based upon the

analysis of the originally lived exper■ ences of ・・go■ng in and out“

and the lived sPace "open to actions but closed to eyes"′ i.e. the
forest. Chapter 6 presents a sketch of a phenomenologica■  psych01ogy
of learn■ ng and teaching. The psych01o9y is v■ ewed as one grow■ ng up

for ever′  always corresPonding to respective levels of increas■ ng

r■chness  in the learn■ ng and the teaching explicated there■ n.

Changes of lived worlds vュ a learning and teaching are exPlicated′

along w■ th a teaching episode and its lnterpretations .

In PART III: I LEARN FROM THE WORLDS OF TEACHERSP Chapter 7

gives a brief personal history of the author himself to describe how

he  has  wanderingly  traveled  from  the  naturalistic  sc■ entific

psycho10gy  in  cducatiOn  to  tho  phonomenological― psychological―

pedagogical research On tcaching practicos. Hc had′ in the m■ ddle of

his wander■ ng travel′ studiod informatlon process■ ng approach′

cybernetics′  system aPpraoch′  and cogn■ tive psychology_ The chapter

then analyzes the nocessity of human scientific research approach

for the realistic study of teaching′  tho study faithfu■  and true to

the llved exper■ ences of both tcachers and childreno Chapter 8

discusses how the author and his co― rosearchers have learned from

the r■ ch lived world of the late 」apanese master teacher Mr.Kihaku

Sa■to.  Finally′  in Chapter  9′   tho relationS between the ■ived

experience of "Seeing" and the capacity of seeing are discussed.

The  Capac■ ty  is  expliCated  as  a  sedimentation  of  the  active

experience Of conSCiOusly concentrated ''seeing''. Thus the capacity

is ■nterpreted  s the pass■ v■ty and the oxPer■ ence as the activ■ ty.
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初出一覧

初
出

一
覧

第

一
章
　
少
年
の
感
情
と
表
現
に
学
ぶ

¨
原
題

「少
年
期
の
感
情
と
表
現
」
、
『岩
波
講
座
　
子
ど
も
の
発
達
と
教
育
５
　
少
年
期
』、

岩
波
書
店
、　
一
九
七
九
年
、　
三
ハ
九
―
二
〇
八
ペ
ー
ジ
。

第
二
章
　
「
わ
か
る
」
の
心
理
学
を
め
ざ
す

¨
原
題

「『
わ
か
る
』
の
心
理
学
」
、
『児
童
心
理
』、　
一
九
八
〇
年
五
月
号
、
金
子
書
房
、

一
―

一
九
ペ
ー
ジ
。

第
二
章
　
授
業
を

「
わ
か
る
」

２

〕

授
業
と
は
何
で
あ
る
か

¨
原
題

「序
章

授
業
」
、
吉
田
章
宏
編

『授
業
』、
朝

倉
書
店
、　
一
九
八
三
年
、
　
一
―

一
三
ペ

ー

ジ

。

〔二
〕

授
業
を
創
る
¨
原
題

「教
え
る
と
い
う
こ
と
」
、
稲
垣
忠
彦

・
柴
田
義
松

・
吉
田
章
宏
編

『
教
育
の
原
理
Ⅱ
』、
東
京
大
学

出
版
会
、　
一
九
八
五
年
、　
一
一
―
四
六
ペ
ー
ジ
。

〔三
〕

授
業
を

「
み
る
」
¨
原
題

「授
業
に
お
け
る

『
心
理
学
的
認
識
ヒ
、
『教
育
展
望
』、　
一
九
八
三
年
四
月
号
、
教
育
調
査
研

究
所
、　
一
四
―
二
一
ペ
ー
ジ
。

〔四
〕

授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
を

「
わ
か
る
」
¨
原
題

「授
業
に
お
け
る
否
定
の
意
味
」
、
『教
育
学
研
究
』、
　
一
九
八
六
年

第

一
号
、
日
本
教
育
学
会
、
六
〇
―
六
二
ペ
ー
ジ
。

＊
　
授
業
に
お
け
る
事
実
の
意
味

¨
原
題

「授
業
理
解
を
深
め
豊
か
に
す
る
一
視
点
―
―
授
業
に
お
け
る
事
実
と
意
味
」
、
『
教

育
展
望
』、　
一
九
八
四
年
二
ｏ
三
月
号
、
教
育
調
査
研
究
所
、　
三
ハ
ー
二
二
ペ
ー
ジ
。

第
四
章
　
「数
学
を
つ
く
る
」
授
業
を
め
ざ
し
て

¨
原
題

「
『数
学
を
つ
く
る
』
授
業
を
め
ざ
し
て
―
―
中
学

一
年

『
マ
イ
ナ
ス
掛
け

る
マ
イ
ナ
ス
』
の
授
業
」
、
斎
藤
喜
博

・
柴
田
義
松

・
稲
垣
忠
彦

・
吉
田
章
宏
編

『
教
授
学
研
究
７
』
、
国
土
社
、　
一
九
七
七

年
、
四
人
―
七
三
ペ
ー
ジ
。

第
五
章

「森
の
出
日
は
ど
こ
か
？
」
¨
同
右
編

『
教
授
学
研
究
１０
』、
国
土
社
、　
一
九
八
〇
年
、
八
―
五
六
ペ
ー
ジ
。

第
六
章

「
学
ぶ
」
と

「
教
え
る
」
¨
『
訓
＝

現
代
の
心
理
学
３

１

ジ

。

一
九
八
三
年
、　
二
二
九
―
二
九
七
ペ

第
七
車
　
人
――――
科
学
Ｌ
し
て
の
教
授
学
イ‐ｆ
め
ヽ
す

¨
―‐――
旧

‘―教
授
７
研
究
の
会
」
の
―‐，Ｆ
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
―
―
人
間
科
学
と

し
て
の

『
教
授
学
卜
、
同
石
綱

『
腋
授
字
川
究
り
」、
国
Ｌ
ＩＩ
、　
一
九
Ｌ
九
年
、
八
―
二
六
ペ
ー
ジ
。

第
八
草
　
斎
藤
喜
博
の
世
界
に
学
ぶ

¨
原
題

‐
解
融

全
集

第
３
巻
」
、
国
上
社
、　
一
九
八
四
年
、

一
ペ

ー

ジ

。

第
九
章

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
創
造

¨
原
題

「『
み
る
」
と

『
ム
主
る
』
の
イーーー
洸
―
―
斎
藤
喜
博
の
自
我
と
世
界
に
学
ぶ
」
、

教
授
学
研
究
の
会
編
、
『第
二
期

教
授
学
研
究
２
」、
国
Ｌ
社
、　
一
九
八
二
年
、
二
一
―
四
二
ペ
ー
ジ
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藝

■

注

・
引
用
文
献

（
１
）

吉
田
章
宏

「『
み
る
』
と

『
み
え
る
』
の
創
造
―
―
斎
藤
喜
博
の
自
我
と
世
界
に
学
ぶ
―
―
」
、
『第
Ⅱ
期
　
教
授
学
研
究
２
』、

国
土
社
、　
一
九
八
二
年
、
二
一
―
四
二
ペ
ー
ジ
参
照
。
本
書
第
九
章
に
収
録
。

（
２
）

第
二
期
斎
藤
喜
博
全
集
第
３
巻
、
国
土
社
、　
一
九
八
四
年
、
三
四
二
―
三
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
３
）

谷
川
俊
太
郎

・
大
江
健
三
郎
、
対
談

「表
現
行
為
と
子
ど
も
」
、
『文
学
』、　
一
九
七
六
年

一
二
月
号
、　
一
―

一
九
ペ
ー
ジ
中
、大

江
の
発
言
。

一
一
ペ
ー
ジ
。

（
４
）

斎
藤
喜
博

『
歌
集
　
草
と
木
と
人
間
と
』
、　
一
茎
書
房
、　
一
九
八
三
年
、
よ
り
。

（
５
）

武
田
常
夫

『授
業
の
発
見
』
、　
一
茎
書
房
、　
一
九
七
六
年
、　
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

吉
田
章
宏

「
ふ
た
つ
の

『
世
界
』
と
ひ
と
つ
の
夢
」
、
『事
実
と
創
造
８
』、
教
授
学
研
究
の
会

・　
一
茎
書
房
、　
一
九
八
二
年

一
月
号
、
四
五
―
五
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
７
）

武
田
常
夫

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』、
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、　
一
九
六
ペ
ー
ジ
．

（
８
）

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
、
小
倉
志
祥

・
高
橋
勝
訳

『何
の
た
め
の
教
師
―
―
教
育
学
の
教
育
学
の
た
め
に
―
―
』、
み

す
ず
書
房
、　
一
九
七
二
年
、
三
五
一
一―
三
五
三
ペ
ー
ジ
。

●

恥

と

誇

り

す
ぐ
れ
た
授
業
実
践
者
は
、
実
践
で
恥
を
か
き
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
な
い
。
実
践
者
が
、
授
業
を
通
し
て
真
剣
に
自
己
形
成
し
て
い
く

過
程
に
は
、
恥
を
か
く
こ
と
を
恐
れ
る
段
階
か
ら
、
そ
れ
を
恐
れ
な
く
な
る
段
階
へ
の
移
行
が
必
ず
あ
る
こ
と
を
、
私
は
学
ん
で
き
た
。

授
業
実
践
の
研
究
は

「
恥
の
か
き
合
い
な
ん
だ
」
、
斎
藤
喜
博
先
生
が
よ
く
い
っ
て
お
ら
れ
た
こ
の
言
葉
が
思
い
起
さ
れ
る
。

し
か
し
、
生
き
て
い
る
限
り
、
自
分
を
発
揮
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
が
人
間
で
は
な
い
か
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
書
い
て
い
る
、

「
お
の
が

『自
我
』
を
現
実
の
生
活
の
中
で
自
覚
し
、
実
現
し
、
確
定
し
た
い
」
と
い
う
の
が

「
人
間
の
最
も
自
然
な
要
求
」
で
あ
る
、

と
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
と
な
る
と
、
「
そ
の
人
は
た
ち
ま
ち
、
何
か
全
く
あ
り
そ
う
に
も
な
い
出
来
事
に
は
ま
り
込

ん
で
ゆ
く
」
、
「
作
ん
だ
く
れ
」
「
イ
カ
サ
マ
賭
博
」
「決
闘
」
、
そ
し
て
っ
い
に
は

「自
尊
心
の
た
め
に
気
が
狂
っ
た
り
す
る
」
、
と
。

授
業
者
が
、
授
業
で
恥
を
か
く
と
き
、
そ
の

「自
尊
心
」
、
そ
の

「誇
り
」
、
は
ど
ぅ
な
る
の
か
。
恥
を
か
け
ば
そ
の
誇
り
も
深
く
傷
つ

く
。
と
す
る
と
、
「
恥
を
か
く
こ
と
を
恐
れ
る
な
」
と
は
、
「
人
間
の
最
も
自
然
な
要
求
」
に
逆
ら
う
無
理
難
題
で
は
な
い
か
？
　
そ
れ
は

自
虐
を
強
い
て
い
る
も
の
か
？
　
そ
れ
と
も
、
鈍
感
に
な
れ
、
破
廉
恥
に
な
れ
と
求
め
て
い
る
も
の
か
？

私
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
思
え
な
い
。
す
ぐ
れ
た
実
践
者
へ
の
道
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
虐
で
も
、
鈍
感
さ
で
も
、
破
廉
恥

で
１，
な
い
。
小
さ
な
恥
を
恐
れ
る
こ
と
へ
の
大
き
な
恥
。
恥
を
か
け
る
こ
と
へ
の
誇
り
。
し
な
や
か
に
自
分
を
変
え
て
い
け
る
こ
と
へ
の

大
き
な
誇
り
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
な
の
だ
。
す
ぐ
れ
た
実
践
者
が
、
恥
に
傷
つ
き
つ
っ
も
、
な
お
さ
わ
や
か
に
成
長
し
て
い
く

そ
の
見
事
な
姿
の
根
氏
に
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
誇
り
に
生
き
る
毅
さ
と
賢
さ
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
が
、
ま
た
、
し
な
や

か
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
く
。

私
は
そ
う
信
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
学
ん
で
行
き
た
い
、
と
願
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

（
一
九
八
一
年
）
　
　
３



陽
W

|

（
７
）

斎
藤
喜
博

『
授
業
の
展
開
』
、
国
土
社
、　
一
九
七
〇
年
、　
一
九
七
―
二
三
〇
ペ
ー
ジ
ｃ

（
８
）

高
橋
金
三
郎

「
ふ
た
つ
の
授
業
と
ふ
た
つ
の
科
学
」
、
『
教
師
の
世
界
観

・
教
材
観
』
所
収
、
明
治
図
書
、　
一
九
七
七
年
。

（
９
）

秋
本
政
保

『
詩
の
授
業
』
、
国
土
社
、　
一
九
七
三
年
、　
一
八
三
ベ
ー
ジ
。

（
１０
）

吉
田
章
宏

『
授
業
を
研
究
す
る
前
に
』
、
明
治
図
書
、　
一
九
七
七
年
、　
一
五
〇
―

一
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
Ｈ
）

Ｖ

・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
仲
沢
紀
雄
訳

『
死
』
、
み
す
ず
書
一房
、　
一
九
七
八
年
。

（
・２
）

武
田
常
夫

『
授
業
の
中
の
子
ど
も
』
、
明
治
図
書
、　
一
九
八
〇
年
、　
一
〇
―

一
四
ペ
ー
ジ
。

（
・３
）

武
田
常
夫

『
真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
、
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
・４
）

Ｊ

・
ホ
ル
ト
、
古
旧
章
宏
監
訳

『
子
ど
も
達
は
ど
う
つ
ま
ず
く
か
」、　
一
九
八

一
年
、
な
ど
参
照
。

（
・５
）

Ｋ

・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
藤
森
英
之
沢

『
精
神
病
理
学
研
究
２
」
、
ム
す
ず
書
房
、　
一
九
七

一
年
、
二

一
六
ベ
ー
ジ
。

（“
）

武
田
常
大

『
文
学
の
授
業
」
、
国
土
社
、　
一
九
七
三
年
。

あ
る
研
修
会
で
、　
一
人
の
若
い
先
生
が
自
ら
失
敗
例
と
し
て
発
表
し
た
実
践
報
告
に
つ
い
て
、
武
田
常
夫
氏
は
書
い
て
い
る
。

「
た
し
か
に
こ
の
話
を
聞
く
と
、
こ
の
授
業
は
失
敗
だ
っ
た
と
私
も
思
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
発
表
に
は
、
失
敗
の
事
実
は
語
ら
れ

て
い
た
け
れ
ど
、
失
敗
の
意
味
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
私
は
思
う
。
そ
し
て
教
師
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
失
敗
の
意
味

を
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
で
ぁ
ろ
う
。　
そ
う
で
な
け
れ
ば
、　
ま
た
同
じ
よ
う
な
失
敗
を
繰
り
返
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（傍
点
は

引
用
者
）
＊

授
業
の
事
実
の
意
味
の
重
要
性
、
こ
れ
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
た
授
業
実
践
者
の
多
く
が
、
文
学
か
ら
そ
の
授
業
実
践
と
授
業
理
解
へ
の
糧

を
得
て
き
た
ひ
と
つ
の
理
由
な
の
だ
。
そ
う
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

人
間
と
人
間
に
よ
り
営
ま
れ
る

「授
業
の
世
界
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
無
意
味
な
事
実
の
集
合
で
は
な
く
、
無
限
の
意
味
を
秘

め
た
、
ま
こ
と
に
豊
か
な
世
界
な
の
で
あ
る
。

（
一
九
八
四
年
）

ホ
　
武
田
常
夫

「教
師
の
技
術
と
こ
こ
ろ
」
、
吉
田
章
宏
編
著

『
授
業
』、
朝
倉
書
店
、　
一
九
八
三
年
、
第
八
章
、　
一
九
二
ペ
ー
ジ
。

●
　
授
業
に
お
け
る
事
実
の


