
イ

文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
こ
た
え
る
↑
」
と
が
む
ず
か
し
い
の
と
同
じ
よ

う
に
、
文
学
教
育
に
つ
い
て
こ
た
え
る
こ
と
も
ま
た
む
ず
か
し
い
。
文
学
教
育

に
つ
い
て
は
、
戦
後
い
く
つ
か
の
側
岨
が
提
川
さ
れ
論
議
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
ま
だ
じ
ゅ
う
ぷ
ん
に
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
、
教
師
た
ち
の
上
に

お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
と
は
言

っ
て
も
、
西
尾
実
氏
の
そ
れ
と
、
荒
木
繁
氏
と
の
間
に
は
か
な
り
の
開
き
が
あ

る
し
、
発
言
者
相
互
の
間
に
は
、
少
し
ず
つ
、
あ
る
い
は
相
当
な
意
味
・
内

（
五
）
消
極
的
と
は
、
格
別
隠
す
べ
き
理
申
も
な
い
が
、
主
と
し
て
、
話
し
手

が
適
当
な
》
」
と
ぱ
を
思
い
つ
か
な
い
場
合
な
ど
の
こ
と
を
い
う
。
積
極

的
と
は
、
話
し
手
が
意
識
的
、
意
図
的
に
明
言
を
避
け
よ
う
と
す
る
場

合
の
こ
と
を
い
炉
フ
。

八
底
本
ｖ

「
竹
取
・
伊
勢
・
大
和
・
蜻
蛉
・
枕
草
子
・
和
泉
式
部
・
紫
式
部
・
更
級
」
以

上
、
日
本
古
典
文
学
大
系
。

「
源
氏
」
、
対
校
源
氏
物
語
新
釈
。
、

「
字
津
保
・
落
窪
・
提
中
納
言
・
讃
岐
典
侍
・
雌
寿
御
前
・
十
六
夜
・
宇
治
拾

文
学
教
育
の
条
件

夕

容
。
方
法
の
ず
れ
が
あ
る
。

熊
谷
孝
氏
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
へ
い
つ
か
の
雑
誌
「
教
育
」
の
中
の
論
文

で
、
朝
駅
前
で
原
爆
禁
止
の
署
名
を
し
て
き
た
あ
と
で
、
学
生
に
「
奥
の
細

道
」
か
な
に
か
の
識
義
を
す
る
と
き
の
言
い
よ
う
の
な
い
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
に
つ

、
、
沁

、
、

い
て
訴
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
に
よ
る
教
育
、
文
学
へ
の
教

育
、
そ
の
い
ず
れ
に
文
学
教
育
の
目
標
を
お
く
と
し
て
も
、
原
爆
禁
止
の
署
名

運
動
と
、
「
奥
の
細
道
」
と
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
問
題

三
五

遣
・
大
鏡
・
増
鏡
」
以
上
、
日
本
古
典
全
書
。

「
浜
松
中
納
言
。
狭
衣
・
栄
花
・
今
鏡
・
石
清
水
・
水
鏡
」
以
上
、
校
註
日
本

文
学
大
系
。
↑

「
多
武
峯
少
將
」
、
国
文
大
観
。

「
唐
物
語
」
、
日
本
古
典
全
集
。

「
秋
の
夜
の
長
物
語
・
烏
部
山
物
語
・
松
帆
浦
物
語
・
弁
内
侍
日
記
・
中
務
日

記
」
以
上
、
群
群
類
従
。

（
三
三
・
六
・
八
初
稲
）
（
三
五
，
二
・
六
袖
）

水

田

潤

、



一マ、

』
１

が
あ
る
。
「
奥
の
細
道
」
が
教
材
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
の
問
題
は
し
ば
ら
く

お
く
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
「
平
家
物
語
」
の
八
殿
上
の
闇
討
Ｖ
の
学
習

で
、
生
徒
た
ち
が
砂
川
基
地
の
坐
り
こ
み
と
関
連
さ
せ
て
討
議
を
展
開
さ
せ
た

こ
と
を
言
っ
て
、
文
学
教
育
の
成
功
を
発
表
し
て
い
る
人
が
あ
る
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
人
達
は
、
文
学
教
育
で
の
人
間
形
成
を
た
だ
ち
に
実
践

の
問
題
と
し
て
主
張
す
る
が
、
文
学
教
育
で
言
わ
れ
る
人
間
形
成
と
は
も
っ
と

ち
が
っ
た
と
↑
」
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
学
教
育
で
問
題
意
識
喚
起

や
実
践
を
言
う
こ
と
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
す
く
な

く
と
も
、
そ
う
し
た
問
題
と
直
結
し
な
い
い
く
つ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
や
作
品
が
あ

る
｛
」
と
も
事
実
で
あ
る
。
実
践
に
直
結
し
な
い
文
学
学
習
を
、
す
ぐ
に
教
養
主

義
の
名
で
ほ
う
む
り
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

さ
い
き
ん
、
読
む
こ
と
の
学
習
が
、
ふ
た
た
び
国
語
科
の
中
心
に
位
置
を
し

め
て
き
た
。
文
部
省
の
「
学
習
指
導
要
領
」
で
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

高
等
学
校
の
国
語
科
は
、
高
等
学
校
の
教
育
の
目
的
、
目
標
の
達
成
を
め

ざ
し
、
教
育
課
程
に
お
け
る
国
語
科
の
位
置
に
留
意
し
な
が
ら
，
主
と
し

て
、
読
解
す
る
力
、
こ
と
ば
を
効
果
的
に
使
用
す
る
力
、
な
ら
び
に
各
種
の

言
語
知
識
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
．
す
な
わ
ち

型
言
語
文
化
を
広
く
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
解
読
力
を
豊
か
に

し
、
特
に
鑑
賞
力
や
批
判
力
を
伸
張
さ
せ
、
そ
の
読
解
の
範
囲
も
、
現

代
文
と
並
ん
で
古
文
や
漢
文
に
ま
で
拡
充
さ
せ
る
。

２
３
（
略
）
（
第
一
章
国
語
料
の
目
標
）

、

一
二
一
ハ

こ
れ
は
、
中
学
校
で
は
「
２
経
験
を
広
め
、
知
識
を
求
め
、
教
養
を
高
め

る
た
め
に
、
話
を
確
実
に
聞
き
と
り
、
文
章
を
正
確
に
読
解
し
、
あ
わ
せ
て
こ

れ
ら
を
鑑
賞
す
る
態
度
や
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
（
第
一
目
標
）

と
な
っ
て
い
る
。

読
む
こ
と
の
学
習
と
は
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
活
動
を
経
験
さ
せ
る

こ
と
で
あ
り
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
生
活
の
価
値
あ
る
生
活
や
、
文
化

や
精
神
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
批
判
力
や
問
題
意
識
を
養
う
こ
と
で
も
あ

る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が
「
教
養
を
高
め
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
教
養
」
と
い
う
一
」
と
ぱ
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
か

っ
て
の
文
学
鑑
賞
教
育
が
お
ち
い
っ
た
よ
う
に
、
お
と
な
の
教
養
を
そ
の
ま
ま

学
習
者
に
お
し
つ
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
文
学
が
教
室
に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
学
習
者
の
必
要
と
興
味
と
能
力
に
応
じ
て
、
文

学
の
学
習
が
価
値
あ
る
経
験
と
し
て
経
験
せ
ら
れ
る
な
ら
、
教
養
は
決
し
て
無

力
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
学
習
の
中
に
、
の
そ
ま
し
い
習
慣
や
態
度

や
、
批
判
力
や
問
題
意
識
が
生
ま
れ
る
。

し
か
し
、
教
養
と
い
う
こ
と
ば
は
、
い
つ
で
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ

る
と
は
か
ぎ
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
昭
和
二
十
六
年
版
（
旧
版
）
「
学
習

指
導
要
領
」
に
は
、
「
文
学
作
品
の
鑑
賞
や
余
暇
を
利
用
す
る
た
め
の
読
書
・
…
：

、
、

中
学
生
に
な
れ
ば
興
味
あ
る
古
典
や
外
国
の
文
学
作
品
な
ど
を
読
ん
で
、
教
養

を
高
め
て
い
く
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
が
、
は
た
し
て
ど
の
よ

う
な
意
図
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ

の
表
現
の
か
ぎ
り
で
は
、
趣
味
的
な
に
お
い
が
濃
い
。
熊
谷
孝
氏
な
ど
に
よ
っ

て
、
「
世
渡
り
と
社
交
に
事
欠
か
ぬ
程
度
の
文
学
的
教
養
・
・
・
…
卑
俗
な
実
用
主

※
１

義
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
が
、
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
程
度
の
教
養
な
ら



無
力
な
文
化
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
熊
谷
氏
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

経
験
主
義
は
、
↑
」
う
し
て
教
養
主
義
（
Ⅱ
文
化
主
義
）
に
結
び
つ
く
。
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
学
習
者
の
文
学
へ
の
関
心
を
文
化
主
義
的
な
そ
れ

へ
と
そ
ら
す
た
め
の
、
ま
た
学
習
者
の
文
学
観
を
（
し
た
が
っ
て
、
そ
の
鑑

賞
や
批
評
の
態
度
な
ど
を
も
）
文
化
主
義
的
な
非
実
践
的
な
も
の
に
釘
づ
け

し
て
お
く
た
め
の
、
文
学
学
習
の
経
験
学
習
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

※
２

る
だ
ろ
う
。
》

こ
こ
で
も
、
実
践
と
い
う
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
文
学

の
学
習
が
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
非
実
践
的
な
も
の
に
釘
づ
け
き
れ
て

し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
深
刻
で
あ
る
が
、
経
験
主
義
Ⅱ
教
養
主

義
Ⅱ
非
実
践
的
な
文
北
主
義
、
と
い
う
理
論
は
、
や
や
公
式
論
に
す
ぎ
は
し
な
い

※
“
●
叩

か
。
熊
谷
氏
は
別
の
論
文
で
、
「
文
学
作
品
の
な
か
に
問
題
を
さ
ぐ
る
（
文
学

的
思
考
に
お
い
て
さ
ぐ
る
）
と
い
う
〃
文
学
へ
の
教
育
〃
（
準
体
験
的
認
識
の
は

た
ら
き
）
は
、
窮
極
の
地
点
に
お
い
て
は
、
描
か
れ
た
人
間
像
の
な
か
に
読
者
が

自
己
を
発
見
し
、
典
型
的
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
自
己
凝
視
を
さ
せ

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
〃
文
学
へ
の
〃
文
学
教
育
も
、
け
つ

き
よ
く
は
読
者
で
あ
る
生
徒
や
教
師
自
身
の
〃
人
間
〃
や
生
活
環
境
〃
あ
る
い

は
〃
現
実
〃
が
最
後
に
は
問
題
に
な
っ
て
く
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
と

》
一
名

お
り
で
あ
る
。
こ
↑
」
に
氏
の
言
う
「
準
体
験
的
認
識
」
と
は
、
つ
ま
り
経
験
学

習
そ
の
も
の
で
あ
る
。
経
験
の
意
味
を
狭
い
範
囲
で
考
え
る
必
要
は
な
い
。
同

じ
よ
う
に
「
教
養
」
も
、
二
十
六
年
版
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
用
例
だ
け
に

こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
本
来
の
「
教
養
」
は
、
そ
の
う
ち
に
つ
ね
に
批
判
精

神
と
創
造
性
が
内
包
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
読
者
の
現
実
認
識
に
作
用

し
、
人
生
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
を
見
へ
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
文

学
を
語
り
、
》
ヘ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
論
ず
る
程
度
の
教
養
は
、
教
養
と
言
う

に
価
し
な
い
。
こ
こ
に
は
一
片
の
創
造
へ
の
可
能
性
も
発
見
さ
れ
な
い
。
文
化

主
義
の
名
で
呼
ば
れ
、
そ
の
無
力
さ
が
指
嫡
さ
れ
て
よ
い
。
文
学
教
育
で
言
わ

れ
る
人
間
形
成
と
は
、
も
と
よ
り
一
」
の
よ
う
な
教
養
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
た
ん
に
ス
マ
ー
ト
な
文
学
的
情
操
を
養
う
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
文
学

教
育
で
め
ざ
す
人
間
形
成
と
は
、
文
学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
現
実

認
識
（
つ
ま
り
、
》
問
題
意
識
や
批
判
力
）
に
即
し
て
、
自
己
お
よ
び
現
実
を
主

体
的
に
（
煽
動
さ
れ
た
り
し
な
い
で
）
認
識
し
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
の
で
き

る
習
慣
や
態
度
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。

一
一

文
学
教
育
と
人
間
形
成
の
問
題
は
、
必
然
的
に
、
文
学
と
道
徳
、
政
治
の

問
題
に
発
展
し
て
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
益
田
勝
実
氏
ば
次
の
よ
う
に

凸
○

二
口
畠
ノ

文
学
を
教
え
る
こ
と
は
、
た
だ
文
学
を
理
解
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
社

会
の
変
革
を
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
：
．
…
そ
れ
を
理
解
す
れ

ば
あ
と
で
役
立
つ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
現
実
の
生
活
に
そ
の
ま
ま
生

き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
文
学
教
育
は
教
育
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
か
は
役
立

つ
と
い
う
の
じ
や
な
く
て
、
学
生
の
う
ち
か
ち
役
立
た
な
け
れ
ば
い
け
な

※
４

い
。

文
学
の
教
育
が
、
、
た
ん
に
文
学
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
終
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
‐
も
な
い
。
し
か
し
、
文
学
教
育
を
、
す
ぐ
に
社
会
変
革

の
問
題
に
持
ち
↑
」
む
一
」
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
教
育
の
相
手
は
、
中

三
七
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学
、
高
校
生
と
は
言
え
、
ま
だ
判
断
力
の
弱
い
青
少
年
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た

も
の
は
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
や
す
い
状
態
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
教

育
で
は
、
童
ず
こ
れ
ら
の
学
習
者
に
、
判
断
力
と
批
判
力
を
つ
け
る
こ
と
を
目
的

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
↑
」
の
意
味
で
は
、
文
学
教
育
の
め
ざ
す
人
間
形
成

は
、
人
間
変
革
と
い
う
名
で
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
．
そ
れ
は
直
接
に
「
社
会
の

、
、
、

変
革
」
を
さ
セ
る
こ
と
で
は
な
い
。
決
し
て
性
急
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
だ
い
い
ち
文
学
教
育
の
相
手
で
あ
る
生
徒
た
ち
に
、
は
た
し
て
こ
ん
に
ら

の
社
会
造
、
そ
の
ま
ま
自
分
自
獣
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
対
決
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
教
育
が
現
実
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

か
ら
と
い
っ
て
、
文
学
教
育
に
、
社
会
変
革
の
課
題
を
背
負
わ
せ
る
こ
と
は
ま

ち
が
っ
て
い
る
。
文
学
教
育
の
思
い
あ
が
り
で
あ
る
。
文
学
教
育
と
は
、
そ
う

し
た
現
実
へ
の
対
決
の
基
礎
づ
く
り
の
教
育
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
問
題
意
識

は
、
あ
く
ま
で
も
学
習
者
自
牙
の
現
実
に
即
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
文
学
の
中
か
ら
、
作
品
の
形
象
の
分
析
を
通
し
て
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

文
学
と
道
徳
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
じ
芦
」
と
が
言
え
る
。
こ
の
｛
」
と
を
考
え

る
場
合
、
次
の
国
学
者
た
ち
の
思
惟
方
法
が
参
考
に
な
る
。

真
渕

儒
仏
の
道
を
専
ら
引
て
い
ふ
人
も
侍
れ
ど
、
そ
れ
は
ま
た
過
た
り
。
お
の

づ
か
ら
、
何
の
道
に
も
其
心
の
似
た
る
事
は
、
か
く
ば
か
り
多
く
の
巻
々
に

は
有
事
な
り
。
な
づ
む
く
か
ら
ず
。
（
源
氏
物
語
新
釈
）

宣
長

も
の
の
あ
ば
れ
を
見
せ
む
と
作
れ
る
物
語
を
、
教
誠
に
と
り
な
す
は
、
例

へ
ば
花
を
見
む
と
て
櫃
お
ふ
し
た
る
桜
の
木
を
、
伐
り
く
だ
き
て
薪
に
し
た

こ
う
し
て
、
文
学
教
育
の
機
能
は
、
文
学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中

に
人
間
の
美
し
さ
、
醜
く
ざ
を
と
ら
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
そ
の

も
の
の
姿
や
、
当
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
主
体
的
に
考
え
、
処
理
す
る
こ
と
の

ら
む
が
ご
と
し
。
薪
は
一
日
も
な
く
て
は
え
あ
ら
ず
、
せ
ち
な
る
，
も
の
な
れ

ば
、
そ
れ
も
悪
し
、
ざ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
薪
に
は
よ
き
木
ど
‐
も
の
、
外
に
数
多

あ
ん
な
る
に
、
あ
た
ら
桜
を
切
り
と
ら
む
は
、
中
々
に
心
な
き
し
わ
ざ
と
ぞ

い
ふ
令
へ
き
。
（
玉
の
小
櫛
）

い
ず
れ
も
、
文
学
と
道
徳
と
の
問
題
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
宜
長
は
‐

こ
の
理
論
を
「
紫
文
要
領
」
で
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
。
源
氏

物
語
は
、
「
儒
仏
百
家
の
書
と
は
、
叉
全
体
類
の
↑
」
と
な
る
物
」
と
説
き
、
し

た
が
っ
て
「
磯
者
必
衰
会
者
定
離
の
こ
と
わ
り
を
し
ら
し
む
る
」
も
の
で
も
な

く
、
ま
し
て
「
勧
善
懲
悪
の
た
め
、
こ
と
に
は
好
色
の
い
ま
し
め
に
か
く
」
も

の
で
は
断
じ
て
な
い
、
「
た
だ
入
情
の
有
の
ま
主
を
書
し
る
し
て
、
み
る
人
に

人
の
情
は
か
く
の
ご
と
き
物
ぞ
と
い
ふ
事
を
し
ら
す
る
也
。
是
物
の
あ
は
れ
を

知
ら
す
る
也
」
と
言
う
。

文
学
の
世
界
の
価
値
観
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
の
価
値
観
を
超
え
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
形
象
せ
ら
れ
た
世
界
は
、
そ
れ
が
虚
構
を
主
と
す
る
物

語
の
世
界
で
あ
れ
、
リ
マ
ノ
リ
ズ
ム
小
説
の
人
物
で
あ
れ
、
そ
｛
」
に
は
人
間
の
、

ま
た
人
間
精
神
の
真
実
の
形
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
か
ら
ぶ
み
に
害
る
ご

と
、
一
と
か
た
に
つ
き
ぎ
り
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
深
く
思
ひ
し
め
た
る
事
に

あ
た
り
て
は
、
と
や
か
く
や
と
、
く
だ
く
だ
し
く
、
め
出
し
く
、
み
だ
れ
あ
ひ

て
、
ざ
・
た
ま
り
が
た
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
く
ま
多
か
る
物
」
（
玉
の
小
櫛
）
で
あ

る
。
こ
の
人
間
精
神
の
現
実
の
婆
を
見
る
こ
と
が
、
文
学
を
見
る
こ
と
で
あ

り
、
文
学
教
育
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

l
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｜

で
き
る
人
間
を
形
成
す
る
↑
」
と
で
あ
る
・
文
学
を
た
だ
ち
に
道
徳
や
政
治
に
結

び
つ
け
て
行
う
文
学
教
育
は
、
文
学
教
育
を
ひ
か
ら
び
さ
せ
て
し
ま
う
だ
け
で

あ
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
に
親
し
み
、
経
験
を
広
め
、
心
情
を
豊
か
に
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
が
道
徳
教
育
で
あ
り
、
人
間
形
成
に
資
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

一
一
一

子
ど
‘
も
の
読
言
欲
は
、
小
学
校
の
四
年
ご
ろ
か
ら
急
に
上
昇
を
は
じ
め
る
。

い
ろ
い
ろ
な
文
学
作
品
に
対
す
る
興
味
や
欲
求
も
い
ち
じ
る
し
く
発
達
す
る
。

小
学
校
高
学
年
の
児
童
や
、
中
学
生
た
ち
は
、
少
年
少
女
文
学
を
は
じ
め
、
冒

険
、
探
険
物
語
や
友
情
物
語
を
愛
読
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
社
会
感
情
の
発
達

老
示
す
も
の
で
、
《
」
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
己
の
目
を
社
会
に
向

っ
て
開
き
，
正
義
や
友
愛
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
る
。
こ
の
段
階
を
経
て
、

は
じ
め
て
文
学
鑑
賞
の
能
力
や
態
度
が
で
き
て
く
る
。
文
学
教
育
で
は
、
↑
」
の

時
期
の
指
導
が
か
な
り
重
要
で
あ
る
。

社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
、
自
己
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
児
童
、
生
徒

は
、
子
ど
も
な
り
に
も
社
会
の
矛
盾
に
気
づ
き
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
力
も
め

ざ
め
て
き
て
い
る
。
文
学
が
生
活
に
う
る
お
い
を
与
え
、
人
間
形
成
に
大
き
な

役
割
り
を
持
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
小
説
、
物
語

な
ど
、
多
様
な
文
学
作
品
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
と
は
、
楽
し
く
お

も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
↑
を
学
ば
せ
た
い
。
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
ぬ
き
に

し
て
文
学
教
育
は
な
り
た
、
元
な
い
。
文
学
が
、
人
間
の
魂
に
ふ
れ
、
文
学
が

「
人
生
い
か
に
生
く
曇
へ
き
か
」
に
つ
い
て
語
る
と
は
言
っ
て
も
、
楽
し
さ
、
お

も
し
ろ
さ
を
き
っ
か
け
と
し
な
い
読
み
は
、
本
当
に
児
童
、
生
碇
の
身
に
は
つ

か
な
い
。
文
学
は
、
普
通
に
は
娯
楽
の
た
め
に
読
ま
れ
、
お
も
し
ろ
さ
へ
の
期

｜
’

I

待
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
経
験
を
広
め
、
知
識
を
求
め
る
た
め
の

◇
読
み
、
問
題
意
識
喚
起
の
読
み
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
楽
し
み
の
た
め
の
読

み
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

文
学
教
材
と
し
て
の
小
説
、
物
語
は
、
そ
の
題
材
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
に

分
け
ら
れ
る
が
、
大
ま
か
に
見
て
、
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
生
活
的
な
も
の
…
・
；
・
児
童
、
生
徒
の
日
常
拒
活
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い

も
の
で
、
事
実
を
リ
ア
ル
に
叙
述
し
描
写
し
た
も
の
。
｜
｜

②
物
語
的
な
も
の
：
：
：
空
想
や
虚
構
、
ま
た
は
伝
説
や
民
話
な
ど
を
も
と

に
し
た
も
の
。

こ
れ
ら
は
範
そ
の
叙
述
や
題
材
に
よ
っ
て
、
童
話
、
伝
記
、
冒
険
、
探
険
物

語
、
歴
史
物
語
：
：
：
な
ど
、
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
文
学
の
学
習
で
は
、
学
習
者
の
発
達
段
階
や
興
味
や
、
日
常
生
活
と
の

関
連
に
よ
っ
て
、
適
切
な
も
の
が
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
」
と
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
。

小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
の
児
童
、
生
徒
の
特
色
と
し
て
は
、

次
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
、
き
る
。

①
空
想
的
な
読
み
か
ら
生
活
的
な
読
み
へ
。

②
童
話
的
な
読
み
か
ら
自
覚
的
な
読
み
へ
。

こ
れ
は
、
一
つ
の
一
般
的
な
傾
向
に
す
ぎ
な
い
。
学
習
者
の
環
境
や
、
生
活

経
験
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。
「
学
習
指
導
要
領
」
で

は
、
経
験
を
広
め
、
知
識
を
求
め
る
読
み
を
標
傍
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
目

標
の
究
極
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
文
学
の
機
能
と
、
文
学
教
育
の
目
標

と
を
混
同
し
て
は
な
ら
意
い
。

文
学
作
品
は
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
瞬
間
に
作
家
か
ら
独
立
す

三
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け

ろ
。
文
学
教
育
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
作
家
や
作
品
の
創
作
意
図
や
モ
チ
ー

フ
を
知
る
一
」
と
で
は
な
く
て
（
こ
れ
は
文
学
研
究
で
あ
る
）
、
学
習
者
が
作
品

を
ど
う
読
む
か
で
あ
り
、
学
習
者
自
身
の
な
ま
の
感
動
で
あ
る
。
読
み
の
進
行

に
つ
れ
て
、
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
学
習
者
内
部
の
精
神
活
動
そ
の
も
の
が
、
学
習

者
に
と
っ
て
は
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
。
読
み
の
過
程
の
中
で
経
験
せ
ら
れ

た
鴬
き
や
期
待
や
結
末
の
批
索
の
中
に
、
来
る
零
へ
き
現
実
を
予
測
し
、
判
断
し

処
理
す
る
能
力
も
養
わ
れ
る
。
，
も
と
よ
り
、
文
学
の
鑪
賞
が
、
た
ん
に
興
味
本

位
の
も
の
だ
け
で
は
、
深
い
文
学
錨
賞
の
態
度
や
能
力
は
菱
わ
れ
な
い
し
、
現

実
に
対
処
す
る
勇
気
や
能
力
は
つ
か
な
い
。
作
品
の
形
象
の
理
解
を
画
き
に
し

た
悉
意
的
な
感
動
も
無
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
教
室
で
行
な
わ
れ

る
文
学
の
学
習
で
は
、
文
学
作
品
の
形
態
に
応
じ
た
「
学
習
読
み
」
が
、
学
習

者
の
興
味
や
印
象
を
尊
重
し
な
が
ら
的
確
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
習
読
み
は
、
主
但
、
椛
想
、
叙
述
の
理
解
と
し
て
説
か
れ
た
こ
と
も
あ
る

し
、
全
体
か
ら
部
分
へ
、
部
分
か
ら
全
体
へ
と
い
う
方
式
で
言
わ
れ
た
こ
と
も

あ
る
。
堂
た
、
さ
い
き
ん
で
は
、
文
脈
、
叙
述
、
大
意
、
、
壬
題
と
し
て
も
解
説

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
つ
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
文
学
作
品
の
形
態

の
ち
が
い
や
、
学
習
者
の
與
味
や
関
心
、
欲
求
や
問
題
意
識
に
よ
っ
て
も
指
導

の
重
点
は
異
な
っ
て
く
る
。

小
説
、
物
語
の
読
み
で
は
、
ま
ず
、
㈲
叙
述
の
順
序
や
発
展
。
・
口
事
件
や
人

物
の
性
格
。
㈲
主
題
、
の
三
点
の
理
解
が
中
心
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階

で
は
、
あ
ま
り
細
か
い
分
析
は
適
当
で
ば
な
い
。
た
ん
に
筋
の
展
開
だ
け
を
追

わ
な
い
で
、
作
品
に
即
し
て
作
品
の
形
象
の
中
に
、
作
中
人
物
の
性
格
や
心

理
を
、
人
物
の
行
励
を
通
し
て
考
え
さ
せ
た
い
。
あ
く
ま
で
も
作
品
の
形
象
に

即
し
て
、
客
観
的
に
見
る
態
度
を
養
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
こ
う
す
る
こ
と

’

ジ

に
よ
っ
て
、
自
己
の
読
み
の
浅
さ
や
誤
り
に
気
づ
か
せ
、
は
じ
め
の
印
象
（
第

一
直
観
と
言
わ
れ
る
も
の
）
と
の
ち
が
い
や
深
ま
り
に
注
意
さ
せ
た
い
？
友
人

と
の
見
方
の
ち
が
い
や
、
教
師
の
観
雲
の
異
同
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
が
、
』
一
こ
で
教
師
は
、
教
師
自
身
や
、
批
評
家
の
意
見
を
、
学
習

者
に
お
し
つ
け
る
結
果
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
一
つ
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
結
論
を
出
そ
う
と
す
る
必
要
も
な

い
。
小
説
、
物
語
教
材
の
学
習
の
目
的
は
、
学
習
者
が
、
じ
か
に
文
学
作
品
に

接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
見
せ
ら
れ
た
問
題
を
、
学
習
者
の
生
活
の
中
で
と

ら
え
、
そ
の
中
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。

作
品
を
生
活
に
結
び
つ
け
、
感
動
を
血
の
通
っ
た
も
の
に
す
る
と
は
、
結
局

は
、
自
己
を
深
め
、
自
己
内
部
で
の
人
間
変
輩
‐
を
身
き
わ
め
る
こ
と
で
あ
る
。

指
導
者
の
し
ご
と
は
、
学
習
者
の
不
確
か
な
印
象
や
感
動
蓮
、
作
品
と
の
結
び

つ
き
に
よ
っ
て
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

感
動
の
浅
さ
に
気
づ
き
、
形
象
の
多
様
性
に
目
を
開
か
せ
る
の
で
あ
る
。
問
題

意
沸
と
は
、
決
し
て
教
師
に
よ
っ
て
お
し
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
め
ば
え
る

こ
と
は
な
い
。
ま
た
．
教
師
や
教
科
書
に
よ
っ
て
意
図
せ
ら
れ
た
あ
る
目
標

に
、
文
学
教
材
が
利
用
せ
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。

四

た
と
え
ば
、
芥
川
竜
之
介
の
「
く
も
の
糸
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の

作
品
は
、
小
学
校
で
一
社
（
大
阪
書
籍
、
六
年
下
）
、
中
学
校
で
は
四
社
五
本

（
東
京
書
籍
・
一
年
下
、
三
省
堂
・
一
年
、
三
省
堂
四
訂
版
・
二
年
上
、
日
本

書
院
・
一
年
、
池
田
出
版
。
一
下
）
に
採
ら
れ
て
い
る
・
軍
元
お
よ
び
軍
元
設
定

の
趣
旨
や
目
標
は
、
各
社
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ

四
○
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を
文
学
単
元
の
中
で
取
り
扱
っ
て
い
る
点
は
変
わ
り
は
な
い
。

「
く
も
の
糸
」
が
大
正
七
年
四
月
、
鈴
木
三
重
吉
の
児
童
雑
誌
「
赤
い
烏
」

に
発
表
さ
れ
た
文
芸
童
話
で
あ
る
↑
」
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
芥
川
竜
之

介
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
な
お
「
犬
と
笛
」
「
魔
術
」
「
杜
子
春
」
「
ア
グ
ニ

の
神
」
「
仙
人
」
「
三
つ
の
宝
」
「
白
」
な
ど
数
編
の
童
話
を
書
き
の
こ
し
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
寓
話
的
な
匂
い
が
濃
い
。
「
く
も
の
糸
」
も
、
い
わ
ゆ
る

テ
ー
マ
小
説
の
例
に
も
れ
ず
、
「
自
分
ば
か
り
地
獄
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る

腱
陀
多
の
無
慈
悲
な
心
が
そ
う
し
て
そ
の
心
相
当
な
罰
を
受
け
て
…
：
」
の
一

文
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
せ
っ
か
く
自
己
救
済
の
機
会
に
恵
ま
れ

た
腱
陀
多
が
、
．
そ
の
利
己
心
の
た
め
に
、
再
び
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
い
う
こ
と
を

主
題
と
し
て
い
る
。
よ
く
似
た
テ
ー
マ
の
作
品
に
、
有
島
武
郎
の
「
溺
れ
か
け

た
兄
妹
」
（
大
正
十
一
年
六
月
、
叢
文
閣
．
房
の
葡
萄
」
所
収
、
大
正
十
年

作
）
が
あ
る
が
、
ゞ
」
の
二
つ
の
作
品
を
読
み
く
ら
識
へ
た
時
、
「
く
も
の
糸
」

は
、
「
溺
れ
か
け
た
兄
妹
」
の
人
間
性
追
求
の
き
び
し
さ
、
現
実
性
の
高
さ
に

対
し
て
、
そ
の
類
型
性
、
勧
善
懲
悪
の
匂
い
の
濃
い
勧
念
性
な
ど
、
か
な
り
見

劣
り
が
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
片
耐
良
一
も
、
こ
の
作
品
を
、
菊
池

麓
の
「
我
鬼
」
（
大
正
八
年
三
月
「
新
小
説
」
）
と
比
較
し
て
、
「
我
鬼
」
が

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
発
動
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
良
心
的
な
人
間
の
謝
条
た
る
内

面
の
苦
悩
を
表
面
に
押
出
し
た
作
品
に
な
っ
て
ゐ
た
」
の
に
対
し
て
、
「
く
も

の
糸
」
が
、
童
話
と
し
て
の
表
現
上
の
制
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
．
種
の
因
果
識
め
い
た
性
質
を
内
包
す
る
も
の
に
な
っ
て
了
っ
て
ゐ

た
」
こ
と
を
批
判
し
、
「
現
代
人
へ
の
鋭
い
迫
力
を
持
っ
た
作
品
と
は
な
、
り
得

※
’
３

な
い
」
と
し
て
い
る
。
ノ

と
こ
ろ
で
、
教
材
と
し
て
の
「
く
も
の
糸
」
の
学
習
目
標
は
ど
の
点
に
置
か

れ
て
い
る
か
。
こ
れ
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
各
社
ご
と
に
異
同
が
あ

っ
て
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
次
の
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き

ヂ
（
》
Ｏ

⑩
釈
迦
の
慈
悲
心
と
樫
陀
多
の
利
己
心
の
対
照
を
読
み
と
ら
せ
、
人
間
の

持
つ
我
欲
の
あ
さ
ま
し
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

↓
②
流
麗
な
話
し
一
」
と
ぱ
、
簡
潔
な
表
現
の
巧
み
さ
を
味
わ
う
。

③
語
り
物
風
な
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
体
得
さ
せ
・
文
芸
童
話
な
ど
を
読
む

態
度
を
作
る
。

②
③
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
目
標
の
佃
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
吉
田
精
一
も
、
「
芥
川
龍
之
介
名
作
集
」
の
中

で
、
「
く
も
の
糸
」
の
座
談
会
と
い
っ
た
形
式
で
、
↑
」
の
問
題
に
触
れ
、
「
た

だ
腱
陀
多
を
下
に
落
し
て
し
ま
う
と
い
う
感
じ
よ
り
も
、
そ
れ
を
い
い
ほ
う
に

向
け
て
い
く
よ
う
な
言
き
方
の
ほ
う
が
、
ぼ
く
に
は
お
も
し
ろ
い
と
い
う
か
、

安
心
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
」
と
い
う
意
見
を
紹
介
し
て
い

プ
ハ
》
○

一
寸

一
つ
の
作
品
を
読
み
お
わ
っ
．
た
時
、
ま
た
、
読
み
の
過
程
の
中
で
、
そ
の
作

品
に
つ
い
て
の
感
想
や
意
見
を
聞
く
の
は
常
道
で
あ
る
。
作
品
の
主
題
に
つ
い

て
も
話
し
あ
う
。
こ
の
作
品
の
場
合
で
も
、
各
社
と
も
、
単
元
の
お
わ
り
の

「
学
習
の
て
ぴ
き
」
な
ど
で
、
「
↑
」
の
作
品
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
下
一
す
か
。
」
な
ど
と
い
う
設
問
を
堤
出
し
、
主
題
に
つ
い
て
の
詔

し
あ
い
を
期
待
し
て
い
る
。
か
っ
て
私
は
、
大
阪
府
下
の
中
学
校
四
校
で
、
中

学
二
年
生
を
相
手
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
た
こ
と
が
為
る
（
三
省
堂

四
訂
版
を
使
用
）
・
そ
の
時
、
次
の
よ
う
な
意
見
に
出
く
わ
し
た
。

「
お
釈
迦
様
は
な
ぜ
腱
陀
多
だ
け
を
地
獄
か
ら
救
い
出
そ
う
と
さ
れ
た
の

で
す
か
。
地
獄
へ
お
ち
て
い
る
ほ
か
の
罪
人
た
ち
で
も
、
だ
れ
で
も
健
陀
多

と
同
じ
よ
う
に
一
つ
ぐ
ら
い
は
よ
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
」

四
一
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「
だ
れ
で
も
腱
陀
多
の
よ
う
な
立
場
に
な
っ
た
ら
、
あ
の
よ
う
な
こ
と
を

言
う
と
思
い
ま
す
。
」
｜

こ
の
二
つ
の
意
見
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
み
ん
な
が
思
い
思
い
の
意
見
を
述

べ
は
じ
め
た
。
最
初
、
優
秀
生
と
も
見
ら
れ
る
生
徒
か
ら
．
「
《
」
の
物
語
は
、

現
代
の
社
会
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
作
者
は
人
間
の
利
己
主
義
の
い
け
な
い

こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
模
範
解
答
が
出
た
が
、
そ
れ
に
は
一
向
に

反
応
を
し
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
が
、
め
い
め
い
に
「
僕
で
‘
も
、
私
で
も
、
先
生

で
も
．
：
：
」
と
口
々
に
人
間
の
エ
コ
イ
ズ
ム
の
悲
し
さ
を
訴
え
た
。
そ
れ
は
、

「
溺
れ
か
け
兄
妹
」
の
「
わ
た
し
」
が
、
大
波
に
流
さ
れ
て
い
く
妹
に
心
を
ひ

か
れ
な
が
ら
も
、
ま
ず
自
分
の
命
を
助
か
り
た
い
と
思
う
人
間
の
せ
っ
ぱ
つ
ま

っ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
「
荊
条
た
る
内
画
の
苦
悩
」
に
通
す
る
。
問
題
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い
と
｛
」
ろ
で
壁
に
ぶ
ち
当
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
が
す
る
。

文
部
省
か
ら
出
た
「
小
学
校
道
徳
指
導
書
」
に
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
く
も

、
、
、

の
糸
」
を
使
っ
た
指
導
例
が
出
て
い
て
そ
の
ね
ら
い
と
し
て
「
利
己
的
な
行

動
を
反
省
し
て
、
互
に
助
け
あ
う
心
持
を
持
つ
よ
う
に
す
る
。
広
い
心
で
人
の

あ
や
ま
ち
を
許
し
、
や
さ
し
い
心
で
他
人
や
生
き
も
の
に
接
す
る
よ
う
に
す

る
。
」
と
あ
る
が
、
「
道
徳
指
導
書
」
や
各
社
の
こ
の
作
品
指
導
が
期
待
す
る

時
点
で
、
腱
陀
多
や
人
間
の
利
己
心
が
批
判
さ
れ
ず
、
生
徒
た
ち
の
意
見
は
、

こ
れ
を
裏
が
え
し
た
か
た
ち
で
詞
お
釈
迦
様
の
ふ
と
し
た
思
い
つ
き
に
よ
っ
て

ひ
き
お
こ
さ
れ
た
悲
劇
的
な
結
末
に
対
す
る
同
情
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ

こ
に
は
、
文
学
の
鑑
賞
指
導
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
一
の
問
題
点
が
示
さ
れ

て
い
る
。

こ
ん
に
ち
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
モ
ラ
ル
は
、
・
既
成
の
お
と
な
た
ち
の
観
念

と
は
同
じ
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
《
」

’

四
二

と
で
あ
り
、
文
学
作
品
に
対
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
、
お
と
な
た
ち
の
共
感

と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
角
度
で
感
動
し
、
時
に
は
こ
れ
ま
で
の
モ
ラ
ル
に
反

抗
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
真
実
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
文
学
の
教
育
性
ば
か
り
を
（
こ
れ
ま
で
の
古
い
観
念

で
）
意
識
し
す
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
。

親
た
ち
や
教
師
の
中
に
は
、
文
学
を
何
ら
か
の
意
味
姪
即
効
的
に
利
期
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
フ
、
も
の
糸
」
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
人
間

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
反
省
さ
せ
た
り
す
る
態
度
が
そ
う
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
を

あ
ら
か
じ
め
用
意
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
結
び
つ
け
、
性
急
に
結
論
づ
け
る
こ
と

や
、
お
と
な
た
ち
に
よ
っ
て
意
図
せ
ら
れ
た
問
題
意
識
や
公
式
の
証
明
に
文
学

作
舶
を
利
用
し
、
せ
っ
か
ち
な
感
想
老
求
め
る
一
」
と
は
、
か
え
っ
て
学
習
肴
の

文
学
へ
の
関
心
や
め
ば
え
を
つ
み
と
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
生
へ

の
真
剣
な
対
決
の
意
欲
を
殺
し
て
し
ま
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
る
い
は
漫
画

や
俗
悪
な
小
説
の
影
響
を
受
け
て
、
つ
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
感
動
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
気
を
つ
け
て
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち

は
、
い
つ
で
‐
も
ど
ん
な
時
で
も
、
つ
ね
に
具
象
的
な
作
中
の
人
物
に
な
り
き
っ

て
読
み
、
泣
き
、
悲
し
み
、
喜
ん
で
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
り
く
つ
で
は
な

く
体
で
読
ん
で
い
愚
の
に
、
教
師
や
お
と
な
た
ち
は
、
‐
傍
観
者
の
姿
勢
を
子
ど

も
た
ち
に
要
求
し
て
は
こ
な
か
っ
た
か
。
文
学
作
紬
の
形
象
に
即
し
て
読
み
、
作

品
を
生
活
に
結
び
つ
け
る
作
業
は
、
ま
ず
《
」
の
点
の
反
省
か
ら
出
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
く
も
の
糸
」
の
例
で
言
う
な
ら
、
叙
述
の
順
序
や
発
展
や
描
写
も
、
事
件

や
人
物
の
性
格
も
、
問
題
を
お
釈
迦
様
の
が
わ
わ
に
お
、
き
、
庭
の
お
釈
迦
様
の

行
為
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
も
な
が
め
ら
れ
て
よ
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

1



津
大
な
も
の
、
真
実
な
も
の
に
あ
こ
が
れ
る
の
も
青
年
期
の
本
性
で
あ
る
。

特
に
、
中
学
生
や
高
等
学
校
の
生
従
は
、
童
話
や
物
語
に
あ
き
た
ら
な
か
っ
た

人
能
の
真
実
の
問
題
を
、
開
拓
物
語
や
体
人
の
伝
記
の
中
に
求
め
、
現
実
の
可

能
性
の
中
に
人
間
生
活
の
理
想
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
青
年
前
期
と
言
わ
れ

る
こ
の
時
代
は
、
真
実
な
世
界
に
対
す
る
感
受
力
も
強
く
、
感
銘
も
深
い
。
こ

の
時
期
に
、
学
習
者
の
欲
求
に
即
し
て
、
科
学
や
文
化
や
人
類
に
つ
く
し
た
偉

人
の
伝
記
に
親
し
ま
せ
、
そ
の
偉
大
な
人
間
記
録
を
見
つ
め
、
偉
大
な
も
の
へ

の
あ
こ
が
れ
と
、
真
実
な
も
の
に
感
動
す
る
心
の
扉
を
開
く
こ
と
が
め
ざ
さ
れ

る
が
、
伝
記
や
伝
記
物
語
の
指
導
は
、
小
説
、
物
語
の
場
合
と
は
か
な
ら
ず
し

も
同
じ
で
は
な
い
。
伝
記
は
真
実
の
記
録
で
あ
る
。

伝
把
の
学
習
で
は
、
そ
の
人
物
の
人
格
や
個
性
の
理
解
が
重
要
な
要
素
と
な

る
。
学
習
を
た
ん
な
る
読
解
に
終
ら
せ
る
《
」
と
な
く
、
そ
の
伝
記
人
物
の
心

情
、
思
想
の
追
求
が
第
一
に
考
え
ら
れ
る
。
伝
記
と
伝
記
物
語
と
は
厳
密
に
は

区
別
さ
れ
る
が
ゞ
学
習
に
あ
た
っ
て
は
異
な
っ
た
方
法
を
考
え
る
必
要
は
な

い
・
伝
記
の
学
習
で
は
、
㈲
伝
記
の
特
殊
な
構
文
形
式
や
手
法
。
口
人
物

の
心
情
や
思
想
。
｜
日
苦
心
や
努
力
や
業
績
な
ど
の
理
解
が
中
心
に
な
る
が
、

こ
の
場
合
で
も
、
小
説
、
物
語
で
述
べ
た
諸
注
意
が
生
き
て
い
る
。
人
物
の
行

て
実
践
の
問
題
も
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
読
ん
で
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
読
ん
で
他
の
意
見
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
り
、
考
え

て
ま
た
作
品
を
読
む
こ
と
で
も
あ
る
。
形
式
的
な
作
品
の
分
析
で
は
期
待
で
、
き

な
か
っ
た
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
も
、
自
分
の
立
場
で
考
え
て
読
む
作
業
の
中
で

深
め
る
こ
と
、
も
で
き
る
。五

垂

為
や
言
動
を
通
し
て
、
そ
の
心
情
を
中
心
に
文
意
を
続
み
と
り
、
美
な
る
も
の

善
な
る
も
の
へ
の
関
心
を
深
め
、
創
造
へ
の
苦
心
、
探
求
の
精
神
や
業
漬
な
ど

を
理
解
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
傍
観
者
の
立
場
か
ら
見
る
こ
と
で
は

な
い
。
苦
心
や
努
力
や
業
績
も
、
学
習
者
の
生
活
と
の
関
連
を
考
え
、
偉
大
な

発
見
や
真
理
も
、
身
近
か
な
平
凡
な
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
い
。

伝
記
は
、
す
ぐ
れ
た
人
間
の
生
活
暦
で
あ
る
。
し
か
も
、
伝
記
の
叙
述
や
描

写
は
、
そ
れ
ら
の
行
為
や
言
動
を
、
と
き
に
非
凡
な
も
の
と
し
て
形
象
化
す
る

こ
と
が
あ
る
。
学
習
者
の
日
常
の
生
活
経
験
や
坐
活
態
度
と
は
異
質
の
苦
難

や
、
奮
闘
や
忍
耐
や
悲
壯
美
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
伝
記

教
材
の
学
習
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の
異
常
さ
や
特
異
性
を
く
み
と
る
↑
」
と
で
は

な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
の
中
に
あ
る
身
近
か
な
思
考
や
実
践
の
中
に
、
人
間
と

し
て
の
生
活
態
度
を
学
び
と
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
の
点
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
伝
記
教
材
の
選
択
に
あ
だ
っ
て
も
、
↑
‐
一
の

こ
と
は
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
記
の
学
習
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
も
の

が
、
こ
の
日
常
性
の
中
の
可
能
性
や
理
想
の
育
成
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
性
急
な

教
訓
へ
の
転
換
も
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
伝
記
学
習
の
目
的
は
、
伝
記
を

興
味
深
く
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
意
義
や
目
的
を
み
ず
か
ら
の
生
活
の

中
に
自
覚
し
て
い
く
一
‐
一
と
に
あ
る
。
単
元
設
定
に
あ
た
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
倫

理
的
な
題
材
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
。

随
筆
、
紀
行
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
中
学
生
で
も
高
学
年
に

な
れ
ば
、
情
緒
や
知
的
な
思
考
力
も
発
達
し
、
し
、
だ
い
に
内
省
的
な
方
向
に
自

己
の
目
を
向
け
る
↑
」
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
思
索
的
な
随
筆
を
読
む
能
力

，
も
め
ば
え
て
く
る
。
随
筆
教
材
の
学
習
で
は
、
一
つ
に
は
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な

表
現
形
態
に
即
し
て
、
内
外
の
地
理
風
俗
や
、
文
化
の
伝
統
や
、
自
然
の
法
則
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を
、
ゞ
作
者
の
表
現
を
通
し
て
認
識
し
美
的
鑑
賞
眼
を
開
く
こ
と
に
あ
る
。
ま

た
、
同
時
に
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
表
現
意
欲
を
刺
激
し
、

自
己
の
経
験
や
生
活
を
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
で
的
確
に
表
現
す
る
態

度
や
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
。

し
か
し
、
随
筆
は
一
感
情
や
思
想
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
少
な
く
、

か
え
っ
て
、
作
者
の
思
想
や
感
情
の
く
み
と
り
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
も
、
◇

随
筆
の
題
材
と
な
る
の
は
、
作
者
の
経
験
で
あ
り
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
事
象
も

光
景
も
、
す
べ
て
作
者
の
人
生
観
、
自
然
観
を
基
調
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
随
筆
の
学
習
で
は
、
㈲
随
筆
文
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
表
現
形
式
の
特
質

の
理
解
と
、
㈲
洗
練
さ
れ
た
印
象
的
な
表
現
や
描
写
を
通
し
て
の
作
者
の
感

動
の
追
体
験
に
、
学
習
の
中
心
が
置
か
れ
る
。
小
説
、
物
語
舌
は
、
か
な
ら
ず

し
も
必
要
で
な
か
っ
た
創
作
意
図
の
追
求
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
文
芸
的
な

随
筆
か
ら
は
情
緒
を
、
思
索
的
な
随
想
か
ら
は
思
想
を
、
紀
行
や
写
生
文
か
ら

は
、
感
覚
や
洞
察
の
鋭
さ
を
く
み
と
る
一
」
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
己

の
見
聞
や
経
験
以
外
の
も
の
に
対
す
る
美
や
真
実
を
、
間
接
経
験
と
し
て
理
解

す
る
心
を
養
う
こ
と
も
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
形
態
の
随
筆
に
剥
し

む
こ
と
は
、
間
接
的
な
経
験
を
通
し
て
生
活
体
験
を
広
め
る
↑
」
と
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
教
材
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
随
筆
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
成
人
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
随
筆
の
学
習
に
よ
っ
て
、
表
現
や
感
覚
の
美

し
さ
鋭
さ
を
感
得
す
遙
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
と
き
に
学
習
者
の
生
活
に

ほ
ど
遠
く
、
理
解
し
に
く
い
成
人
の
感
覚
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
青
少

年
た
ち
の
お
ど
ろ
き
や
よ
ろ
こ
び
と
、
お
と
な
の
感
動
と
の
間
に
は
、
か
な
り

の
開
き
が
あ
る
こ
と
も
多
い
。
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん

な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
学
習
者
の
興
味
や
関
心
は
、
依
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然
と
し
て
、
静
的
な
風
景
や
自
然
の
推
移
よ
り
も
、
変
化
の
は
げ
し
い
人
事
的

な
も
の
に
対
す
る
方
が
強
い
・
指
導
者
は
、
こ
の
点
に
特
に
留
意
し
、
教
材
の

選
択
や
、
単
元
設
定
や
、
学
習
の
展
開
に
く
ふ
う
を
こ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ゥ
か
っ
て
の
国
語
教
育
が
お
ち
い
っ
た
よ
う
な
、
お
と
な
の
教
養
の
お
し
つ

け
は
、
た
ん
に
随
筆
の
学
習
を
か
さ
か
さ
と
し
た
も
の
に
終
ら
せ
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
文
学
学
習
の
意
欲
を
失
な
わ
せ
、
文
学
へ
の
関
心
も
、
人
生
に
対
す

る
意
欲
も
情
熱
も
、
そ
の
す
。
へ
て
の
も
の
へ
の
感
動
の
芽
を
つ
み
と
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。'1

1

※
１
２
熊
谷
孝
「
文
学
教
育
」
国
土
社

※
３
雑
誌
「
教
育
」
昭
二
十
九
年
十
二
月
号
所
収
論
文

※
４
「
統
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
」
岩
波
書
店

※
５
片
岡
良
一
「
近
代
日
本
の
作
家
と
作
品
」
岩
波
書
店

論
究
日
本
文
学
第
ｎ
号
所
載

「
和
泉
式
部
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起
に
つ
い
て
‐
一
正
誤
表

（
頁
）
（
行
）
（
誤
）
（
正
）

頁
数
型
ｎ

ｌ

ｌ

ｌ

７

無
与
光
院
ｌ
↓
・
無
尋
光
院
｝

１１

（
Ｃ

″

春
に
は
‐
ｌ
↓
冬
に
は


