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教
養
主
義
の
盛
衰

竹

内

洋

は
じ
め
に

教
養
主
義
に
つ
い
て
は
、
旧
制
高
等
学
校
と
関
係
し
て
、
す
で
に
本
に
ま
と

め
た
の
で
、
き
ょ
う
は
戦
後
日
本
社
会
の
中
で
の
教
養
主
義
の
盛
衰
を
考
え
ま

す
。教

養
主
義
は
全
共
闘
世
代
か
ら
上
の
世
代
の
人
に
と
っ
て
は
自
明
の
言
葉
で

す
が
、
若
い
先
生
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

簡
単
に
定
義
す
る
と
、
レ
ジ
ュ
メ
の
二
枚
目
の
「
は
じ
め
に
」
に
書
い
て
あ
り

ま
す
。
歴
史
、
哲
学
、
文
学
な
ど
の
人
文
系
書
籍
の
読
書
に
よ
る
人
格
形
成
主

義
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
四
十
年
代
の
旧
制
高
等
学
校
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
始
ま

り
、
い
わ
ゆ
る
大
正
教
養
主
義
と
し
て
結
実
し
、
や
が
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
反

目
共
依
存
関
係
を
と
り
な
が
ら
一
九
七
〇
年
く
ら
い
ま
で
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス

に
続
い
た
エ
リ
ー
ト
学
生
の
学
生
規
範
文
化
だ
っ
た
と
、
一
応
は
定
義
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
教
養
と
は
何
か
で
は
な
く
、
教
養
主
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
、「
教
理
で
は
な
く
、
現
実
に
人
々

が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か

を
研
究
す
る
」
こ
と
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
の
中
で
言
っ
て
い
ま

す
。き

ょ
う
は
野
田
宣
雄
先
生
（
南
山
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
）
も
い
ら
し
て

い
て
非
常
に
恥
ず
か
し
い
で
す
が
、
教
養
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
野
田
先
生

の
よ
う
な
人
が
お
話
し
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
教
養
豊
か
で
な
い

か
ら
教
養
主
義
に
あ
こ
が
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
教
養
主
義
な
ら
私
み

た
い
な
ス
ノ
ビ
ッ
シ
ュ
な
者
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
、
教
養

主
義
と
い
う
方
向
で
考
え
ま
す
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
教
養
主
義
は
主
と
し
て
旧
制
高
等
学
校
を
舞

台
と
し
て
、
大
正
教
養
主
義
と
し
て
有
名
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
戦
後
の
大

学
は
、
昭
和
初
期
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
が
も
う
一
回
よ
み
が
え
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
最
近
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
方
で
の
教
養
主
義
で
す
。

そ
れ
か
ら
一
方
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
少
な
く
て
も
私
の
大
学
時
代
ま
で

は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
は
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
。
教
養
主
義

と
い
う
と
、
す
ぐ
旧
制
高
校
と
か
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
を
考
え
ま
す
が
、
戦
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後
日
本
社
会
の
中
で
、
昭
和
初
期
的
な
キ
ャ
ン
パ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
が
再
現
し

た
と
私
は
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
養
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
同
伴
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
も
教
養
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
あ
る
時
期
ま
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
養
主
義
、
あ
る
い
は
教
養
主
義
的

マ
ル
ク
ス
主
義
と
で
も
い
う
キ
ャ
ン
パ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

教
養
と
イ
ン
テ
リ
が
輝
い
た
と
き

私
は
昭
和
十
七
年
に
生
ま
れ
で
、
六
十
一
歳
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
私
の

生
年
月
日
は
小
泉
首
相
と
同
じ
昭
和
十
七
年
一
月
八
日
で
す
。
私
自
身
が
、
考

え
て
み
る
と
も
う
歴
史
社
会
学
的
存
在
で
す
。
資
料
を
読
ま
な
く
て
も
な
ん
と

な
く
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
歴
史
社
会
学
は
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が「
い

や
、
そ
の
と
き
は
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
資
料
を
調
べ
な
く
て
も
、

自
分
を
振
り
返
る
と
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
自
身
の
青
春
時
代
を
思
い
返
す
と
、
あ
の
こ
ろ
は
非
常
に
輝
い
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
冒
頭
に
話
し
た
よ
う
に
、
戦
後
社
会
の
中
に
教
養

主
義
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
戦
前
以
上
に
大
衆
的
に
復
活
と
い
う
よ
り

大
き
な
規
模
で
盛
り
上
が
っ
た
と
思
う
の
で
、
少
し
私
自
身
の
こ
と
を
話
し
な

が
ら
、
そ
ん
な
時
代
の
雰
囲
気
を
、
若
い
先
生
に
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

私
が
中
学
校
三
年
の
時
の
話
を
し
ま
す
。今
か
ら
四
十
六
年
ぐ
ら
い
前
で
す
。

中
学
校
三
年
の
時
は
一
九
五
六
（
昭
和
三
十
一
）
年
で
、
前
年
が
い
わ
ゆ
る
五

十
五
年
体
制
で
す
。一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
が
戦
前
水
準
に
達
し
た
と
き
で
す
。

こ
の
年
の
経
済
白
書
が
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
で
す
。
私
の
家
は
田
舎
に

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
蛍
光
灯
が
つ
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、

裸
電
球
は
ト
イ
レ
や
物
置
な
ど
、
そ
う
い
う
所
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時

で
す
。Ｍ

先
生

そ
ん
な
時
、
私
の
家
に
新
制
高
等
学
校
の
独
身
の
先
生
が
、
次
の
下
宿
が
決

ま
ら
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
の
間
下
宿
し
ま
し
た
。
Ｍ
先
生
で
す
。
旧
制
の
富

山
高
校
の
出
身
で
、
ち
ょ
う
ど
新
制
の
切
り
替
わ
り
だ
っ
た
の
で
、
新
制
の
富

山
大
学
を
卒
業
し
て
、
私
が
住
ん
で
い
る
町
の
数
学
の
先
生
と
し
て
赴
任
し
ま

し
た
。

び
っ
く
り
し
た
の
は
、
こ
の
先
生
が
た
く
さ
ん
の
本
や
レ
コ
ー
ド
を
持
っ
て

い
た
こ
と
で
す
。
今
の
水
準
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
で
す
が
、
当
時
の

田
舎
の
水
準
で
言
う
と
、た
く
さ
ん
の
本
や
レ
コ
ー
ド
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

当
時
は
普
通
下
宿
と
い
え
ば
一
部
屋
で
し
た
が
、
こ
の
先
生
は
蔵
書
と
か
レ

コ
ー
ド
と
か
が
多
か
っ
た
の
で
、
も
う
一
つ
の
部
屋
も
使
っ
て
い
ま
し
た
。
二

部
屋
使
っ
て
い
た
の
は
珍
し
い
こ
と
で
す
。

な
ん
と
な
く
、
こ
の
先
生
の
部
屋
は
当
時
の
田
舎
の
雰
囲
気
と
は
違
っ
て
い

ま
し
た
。
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
こ
れ
が
旧
制
高
校
的
教
養
主
義
の
香
り
と
い

う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
先
生
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
む
こ
と
を

薦
め
ら
れ
ま
し
た
。
最
初
は
ル
ナ
ー
ル
の
『
に
ん
じ
ん
』
を
読
め
と
言
わ
れ
ま
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し
た
。
そ
れ
か
ら
芥
川
龍
之
介
の
短
編
小
説
や
岩
波
文
庫
で
す
。
先
生
か
ら「
本

を
読
ん
で
ど
う
だ
っ
た
か
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
高
等
学
校
に
な
る
と
『
三
太

郎
の
日
記
』『
善
の
研
究
』な
ど
を
薦
め
ら
れ
ま
し
た
。『
三
太
郎
の
日
記
』『
善

の
研
究
』
は
読
ん
で
も
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
の
学
生
は
、

読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
と
書
い
て
い
る
人
が
悪
い
と
思
う
の
で
し
ょ
う
け
れ

ど
、
私
は
自
分
の
頭
が
悪
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
に
入
れ
ば
、
こ

う
い
う
も
の
を
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
す
ら
す
ら
読
め
る

世
界
は
非
常
に
楽
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
、
し
か
し
、
大
学
に
入
っ
て
読
み
ま

し
た
が
、
あ
ま
り
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

雑
誌
『
世
界
』

こ
の
先
生
は
私
に
と
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
い
い
先
生
で
し
た
。
進
学

指
導
に
も
熱
心
だ
っ
た
の
で
す
が
、
毎
月
『
蛍
雪
時
代
』
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。

中
学
校
の
時
に
、
先
生
が
取
っ
て
い
る
蛍
雪
時
代
を
時
々
見
ま
し
た
。
今
の
受

験
と
違
っ
て
、
受
験
雑
誌
も
何
か
独
特
な
ま
ば
ゆ
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
な
ぜ

か
知
ら
な
い
で
す
が
、
そ
の
先
生
は
同
時
に
、
岩
波
書
店
発
行
の
『
世
界
』
も

取
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
初
め
て
総
合
雑
誌
を
見
た
の
は
、
こ
の
先
生
が
毎
月
『
世
界
』
を
取
っ

て
い
た
中
学
校
三
年
の
時
で
す
。大
江
健
三
郎
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で
い
た
ら
、

彼
が
『
世
界
』
を
読
ん
だ
の
は
高
校
二
年
の
時
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
僕
の

ほ
う
が
早
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

当
時
の
田
舎
の
時
間
や
空
間
か
ら
考
え
れ
ば
、
あ
の
『
世
界
』
の
論
調
は
全

く
別
世
界
で
す
か
ら
、
私
は
論
文
は
ほ
と
ん
ど
読
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
グ
ラ
ビ

ア
み
た
い
な
も
の
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
見
た
程
度
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ

う
い
う
雑
誌
を
大
学
に
行
っ
た
ら
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
と
い
う
の
は
い
い
な
と
思

い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
感
じ
で
は
、
こ
の
Ｍ
先
生
も
『
世
界
』
は
取
っ
て
い
た
け

れ
ど
も
、
読
ん
だ
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
跡
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
Ｍ
先
生
か

ら
政
治
的
な
意
見
を
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か

ら
、
こ
の
先
生
が
『
世
界
』
を
な
ぜ
定
期
購
読
し
て
い
た
の
か
、
今
と
な
っ
て

は
な
ぞ
で
す
。

た
と
え
読
ま
な
く
て
も
こ
う
い
う
雑
誌
を
定
期
的
に
買
う
と
い
う
の
が
、
イ

ン
テ
リ
た
る
高
校
教
師
の
証
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に

田
舎
で
は
、
当
時
、
新
制
高
校
の
先
生
は
大
変
な
文
化
人
で
、
全
国
ど
こ
で
も

そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
町
に
あ
っ
た
女
学
校
出
の
イ
ン
テ
リ

の
有
閑
夫
人
を
相
手
に
し
た
文
化
サ
ロ
ン
み
た
い
な
と
こ
ろ
の
講
師
は
大
体
新

制
高
校
の
先
生
で
し
た
。

プ
チ
教
養
主
義
者

大
学
生
に
な
っ
た
ら
そ
う
い
う
も
の
を
読
む
も
の
だ
と
い
う
刷
り
込
み
は
さ

れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
『
世
界
』
を
定
期
購
読
し
て
、

わ
り
と
ま
じ
め
に
読
み
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
自
分
の
こ
と
を
プ
チ

教
養
主
義
者
み
た
い
な
も
の
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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私
が
大
学
に
入
学
し
た
の
は
一
九
六
一
（
昭
和
三
十
六
）
年
で
す
。
ち
ょ
う

ど
安
保
闘
争
が
終
わ
っ
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
が
幾
分
静
か
に
な
っ
た
こ
ろ
の
こ
と

で
す
。
旧
制
高
校
の
雰
囲
気
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
ざ
っ

と
計
算
し
て
も
、
当
時
三
十
歳
以
上
の
京
大
の
先
生
は
、
ほ
と
ん
ど
旧
制
高
校

を
卒
業
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

コ
ン
パ
で
は
よ
く
担
任
の
先
生
の
ド
イ
ツ
語
の
歌
を
聞
い
た
覚
え
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
寮
は
旧
制
高
校
的
な

も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
特
に
教
育
学
部
と
か
文
学
部
に
は
一
割
程

度
は
女
子
学
生
が
い
ま
し
た
が
、非
常
に
新
制
高
校
的
な
京
大
の
女
子
学
生
は
、

旧
制
高
校
の
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
い
た
の
を
、
ど
う
い
う
よ
う
に
感
じ
た
の
か

と
、
今
に
な
っ
て
思
い
ま
す
が
、
ま
あ
私
ご
と
き
プ
チ
教
養
主
義
者
は
、
キ
ャ

ン
パ
ス
で
あ
ま
り
浮
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
っ
ち
か
と
い

う
と
ノ
ー
マ
ル
な
感
じ
で
す
。

『
中
央
公
論
』

学
生
運
動
に
参
加
す
る
の
も
普
通
の
文
化
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
た
だ
私
は

先
頭
を
切
っ
て
学
生
運
動
を
や
る
ほ
ど
の
思
想
性
も
な
い
し
、
度
胸
も
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
デ
モ
に
は
よ
く
行
き
ま
し
た
。
京
都
の
デ
モ
は
四
条
河
原
町
と

か
八
坂
神
社
の
あ
た
り
で
渦
巻
き
デ
モ
を
す
る
の
で
す
が
、
大
体
機
動
隊
に
ぶ

つ
か
っ
て
殴
ら
れ
る
の
で
す
。
学
生
の
ほ
う
が
機
動
隊
を
殴
る
の
は
回
数
と
し

て
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。
殴
ら
れ
た
り
す
る
か
ら
、
激
し
く
機
動
隊
を
憎
ん

だ
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
私
も
、
機
動
隊
員
だ
っ
て
本
当
は
暴
れ
た
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
。
機
動
隊
員
だ
っ
て
学
力
優
秀
で
、
本
当
だ
っ
た

ら
大
学
に
行
っ
て
、
渦
巻
き
デ
モ
を
や
り
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
彼
ら
は
経
済
的
事
情
も
あ
り
、
こ
う
し
て
社
会
規
範
に
の
っ
と
っ
て
仕
事

を
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
規
範
ル
サ
ン
チ
マ
ン
説
で
す
。「
俺
た
ち
だ
っ
て

本
当
は
暴
れ
た
い
。
な
の
に
、
こ
う
し
て
守
っ
て
い
る
。
お
前
ら
は
け
し
か
ら

ん
」
と
い
う
気
持
ち
で
は
な
い
か
と
、
だ
ん
だ
ん
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
に

懐
疑
的
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
教
養
部
の
生
活
が
終
わ
り
、
教
育
学
部
に
進
学
し
ま

し
た
。
京
大
の
学
生
運
動
は
大
体
そ
の
辺
か
ら
転
向
が
始
ま
り
ま
す
。
私
も
だ

ん
だ
ん
デ
モ
か
ら
足
が
遠
の
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
だ
ん
だ
ん『
世
界
』

と
い
う
雑
誌
が
疎
ま
し
く
な
っ
て
き
て
、『
中
央
公
論
』を
読
み
始
め
ま
す
。
そ

の
時
の
「
中
央
公
論
」
に
は
、
少
し
前
に
、
確
か
高
坂
先
生
が
最
初
に
お
書
き

に
な
っ
た
論
文
が
出
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
私
の
記
憶
で
は
、
私
が
読
み
始
め

た
こ
ろ
は
、
加
藤
秀
俊
さ
ん
の
「
無
目
標
社
会
の
論
理
」
と
い
う
論
文
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

総
合
雑
誌
と
い
う
教
養
共
同
体

今
、
総
合
雑
誌
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
教
養
で
は
な
く
教
養
主
義
で
す
。
学
生
文
化
は
文
学
、
哲
学
、
歴
史
関
係
の

古
典
の
読
書
だ
け
で
は
な
く
、
総
合
雑
誌
の
講
読
を
通
じ
た
面
も
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
大
正
時
代
、
昭
和
戦
前
期
は
総
合
雑
誌
の
時
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代
で
も
あ
り
ま
し
た
。総
合
雑
誌
の
ク
オ
リ
テ
ィ
は
非
常
に
高
い
も
の
で
し
た
。

総
合
雑
誌
を
通
じ
て
学
問
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
話
の
ネ
タ
に

な
っ
た
り
、
一
種
の
教
養
主
義
、
共
同
体
み
た
い
な
も
の
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

昭
和
戦
前
期
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に『
中
央
公
論
』『
改
造
』、
そ
れ
か
ら『
経

済
往
来
』
の
ち
の
『
日
本
評
論
』
が
代
表
的
な
総
合
雑
誌
で
す
。
こ
れ
が
ど
れ

く
ら
い
読
ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
の
は
、
昭
和
一
三
年
当
時
の
学
生
調
査
を
計

算
し
て
み
る
と
、
帝
大
生
の
三
人
に
一
人
く
ら
い
は
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
旧
制
高
校
生
や
高
等
専
門
学
校
生
も
五
〜
一
〇
人

に
一
人
く
ら
い
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
雑
誌
な
ど
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

最
近
た
ま
た
ま
、
慶
応
大
学
の
昭
和
十
年
代
の
学
生
調
査
を
見
て
い
た
ら
、

愛
読
書
で
総
合
雑
誌
を
あ
げ
た
人
は
回
答
者
の
59
％
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の

59
％
と
い
う
の
は
、
質
問
に
回
答
し
た
人
の
半
分
以
上
で
す
、
回
収
率
は
30
％

で
す
。
も
と
も
と
こ
の
調
査
に
回
答
し
な
い
学
生
は
総
合
雑
誌
を
あ
ま
り
読
ん

で
い
な
い
と
考
え
る
と
、
３
×
６＝

18
で
18
％
。
で
す
か
ら
、
私
が
さ
っ
き
帝

国
大
学
の
学
生
の
三
人
に
一
人
く
ら
い
は
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
と
、
な
ん
と
な
く
計
算
が
合
う
の
で
、
か
な
り
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

余
談

余
談
で
す
が
、
読
書
も
面
白
い
の
で
、
こ
の
間
調
べ
ま
し
た
。
教
養
主
義
の

表
門
は
旧
制
高
等
学
校
で
す
が
、
奥
の
院
は
文
学
部
だ
と
思
い
ま
す
。
文
学
部

の
学
生
は
や
は
り
違
い
ま
す
。
あ
ま
り
総
合
雑
誌
は
読
ま
な
い
の
で
す
。
多
い

の
は
法
学
部
や
経
済
学
部
で
す
。
文
学
部
の
教
養
主
義
の
奥
の
院
の
学
生
か
ら

見
た
ら
、『
中
央
公
論
』『
改
造
』
は
大
衆
的
な
雑
誌
に
見
え
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
文
学
部
の
学
生
は
も
ち
ろ
ん
『
キ
ン
グ
』
は
少
な
い
け

れ
ど
も
、
同
時
に
ほ
か
の
学
部
か
ら
比
べ
る
と
『
中
央
公
論
』
や
『
改
造
』
も

少
な
く
て
、『
思
想
』
や
『
理
想
』
と
い
う
哲
学
、
思
想
関
係
の
も
の
が
多
い
と

い
う
の
が
出
ま
す
。

そ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
で
元
に
戻
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
傾
向
は
戦
後

も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
戦
後
も
そ
う
い
う
総
合
雑
誌
が
非
常
に
花
咲
い
た
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
東
大
と
か
京
大
の
特
定
の
大
学
の
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年
、
当
時
の
学
生
調
査
で
、
普
通
の
私
学
の
関

西
大
学
の
読
書
調
査
を
見
る
と
、『
文
芸
春
秋
』
も
入
れ
て
『
中
央
公
論
』『
世

界
』『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』、
こ
の
類
の
雑
誌
を
何
人
に
一
人

く
ら
い
読
ん
で
い
る
か
を
計
算
す
る
と
、
一
人
で
二
冊
読
ん
で
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
大
雑
把
に
言
う
と
、
や
は
り
三
人
か
四
人
に
一
人
く
ら
い
読
ん

で
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
三
人
か
四
人
に
一
人
で
、
半
分
以
上
は
読
ん
で
い
な
い

け
れ
ど
、
三
人
か
四
人
に
一
人
く
ら
い
が『
文
芸
春
秋
』『
中
央
公
論
』『
世
界
』

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』の
よ
う
な
雑
誌
を
読
ん
で
い
る
と
い

う
の
は
、
や
は
り
今
か
ら
見
た
ら
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。

戦
後
で
も
毎
日
新
聞
で
ず
っ
と
読
書
調
査
を
や
り
ま
す
が
、
当
時
の
読
書
調

査
で
、
た
と
え
ば
『
中
央
公
論
』
と
か
『
世
界
』
と
か
は
一
般
人
の
読
書
で
は

ベ
ス
ト
テ
ン
な
ど
に
当
然
入
っ
て
こ
な
い
け
ど
、
学
生
の
ほ
う
で
は
上
に
上
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が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
生
独
自
の
文
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。

大
久
保
清
事
件

そ
れ
が
次
第
に
な
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
境
目
が
大

久
保
清
事
件
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
考
え
て
み
る
と
、
あ
れ
は
本
当
に
教

養
主
義
的
な
事
件
で
す
。
大
久
保
清
と
い
っ
て
も
若
い
先
生
は
わ
か
り
に
く
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
七
一
年
に
前
橋
市
で
事
件
が
起
き
た
の
で
す
。
奇
妙

な
の
で
す
が
、
こ
の
犯
人
は
八
人
ぐ
ら
い
の
若
い
女
性
の
殺
害
を
し
ま
し
た
。

若
い
女
性
を
車
に
誘
っ
て
、
人
里
離
れ
た
所
に
連
れ
て
い
っ
て
暴
行
、
殺
害
し

た
と
い
う
凶
悪
犯
罪
で
す
。

こ
の
犯
罪
を
報
道
し
た
朝
日
新
聞
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
す
ご
い
こ
と
を
書

い
て
い
ま
す
。
今
の
朝
日
新
聞
で
は
絶
対
あ
り
え
な
い
。
犯
人
を
描
く
と
き
に
、

大
変
な
容
貌
差
別
的
な
報
道
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
犯
人
に
対
し
て
「
て
っ
ぺ

ん
も
後
頭
部
も
は
げ
て
い
る
。
身
長
一
六
〇
セ
ン
チ
、
と
り
わ
け
ハ
ン
サ
ム
で

も
な
い
。
だ
が
女
な
ん
て
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
と
う
そ
ぶ
く
」
と
い
う
の
が
見
出
し

の
横
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
七
一
年
の
記
事
で
こ
ん
な
こ
と
を

書
い
て
い
た
と
い
う
の
は
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
多
分
こ
れ
を
書

い
た
人
は
、「
こ
の
程
度
で
ど
う
し
て
も
て
る
の
か
？

俺
の
ほ
う
が
」と
、
よ

ほ
ど
腹
が
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
怨
念
が
こ
も
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
事
件
が
本
当
に
変
で
し
た
。
変
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
車
に
乗
っ
て

い
っ
た
の
で
す
が
、
大
久
保
清
は
ル
パ
シ
カ
に
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
て
、
後
ろ

の
席
に
埴
谷
雄
高
の
『
死
霊
』
と
い
う
難
解
小
説
を
、
当
初
の
柴
田
翔
の
『
さ

れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
』
を
置
い
て
、
高
橋
和
巳
の
小
説
を
置
い
て
、
詩
集
も
置

い
て
、
英
語
の
本
も
置
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
本
も
置
い
て
、
会
話
に
外
国
語

を
混
ぜ
て
、
大
学
ノ
ー
ト
に
は
ロ
シ
ア
語
が
い
っ
ぱ
い
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

多
分
、
今
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
ら
、
も
う
逃
げ
て
い
っ
て
、
誘
惑
戦
術
に

は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の

大
久
保
清
と
い
う
人
は
、
向
学
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
定
時
制
高
等
学

校
を
一
年
ち
ょ
っ
と
で
中
退
し
た
だ
け
で
、
別
に
独
学
し
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
。
だ
か
ら
大
学
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
ロ
シ
ア
語
は
全
部
、
で
た
ら
め
に
ロ

シ
ア
文
字
を
並
べ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
分
、
そ
う
い
う
道
具
立
て

が
若
い
女
性
に
も
て
る
と
い
う
こ
と
で
、し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

当
時
の
週
刊
誌
を
読
む
と
、「
群
馬
県
だ
か
ら
、こ
ん
な
こ
と
は
可
能
な
の
だ
。

東
京
で
は
だ
め
だ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
多
分
教
養
に
あ
こ
が
れ
た
と
い

う
よ
り
も
、
若
い
女
性
に
と
っ
て
は
、「
そ
う
い
う
難
し
い
本
を
読
む
く
ら
い
の

人
だ
か
ら
悪
い
人
で
は
な
い
」
く
ら
い
に
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
今
か
ら
比
べ
る
と
イ
ン
テ
リ
と
か
教
養
と
い
う
の
が
道
具
立
て
に
な
る
の

が
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
イ
ン
テ
リ
と
か
教
養
が
輝
い
た
最
後
の
事

件
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

教
養
主
義
の
没
落

次
は
「
教
養
主
義
の
没
落
」
で
す
。
大
学
紛
争
前
後
の
マ
ス
高
等
教
育
で
す
。
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高
等
教
育
進
学
率
と
い
う
の
は
短
大
を
入
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
が
、
短
大
を
入
れ
る
と
、
一
九
六
三
年
に
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
段
階
、
15.5
％
に

な
っ
て
い
ま
す
。

マ
ス
高
等
教
育

四
年
制
大
学
だ
け
に
限
定
す
る
と
、
六
十
年
代
半
ば
以
降
に
、
マ
ス
段
階
、

要
す
る
に
15
％
を
超
え
る
と
マ
ス
段
階
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
時
で
す
。
つ
ま
り
世
界
的
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
学
紛
争
の
こ
ろ

と
い
う
の
は
、
高
等
教
育
が
エ
リ
ー
ト
段
階
か
ら
マ
ス
段
階
に
な
っ
て
い
く
と

き
で
す
。

私
の
と
こ
ろ
が
ぎ
り
ぎ
り
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
大

卒
者
は
会
社
に
入
る
と
き
に
、
学
卒
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
あ

た
り
か
ら
だ
ん
だ
ん
学
部
を
問
わ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
要
す
る
に
大
卒

者
も
幹
部
職
員
で
は
な
く
、
た
だ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
み
た
い
な
こ
と
が
進
行
し

て
い
き
ま
す
。
大
量
採
用
に
な
り
ま
す
か
ら
、
も
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
学
歴
別
市

場
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
大
卒
が
少
な
く
て
、
高
卒
が
多
く
て
、
中
卒
が
よ
り

多
い
段
階
で
は
な
く
、
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
み
た
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
学
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

マ
ス
高
等
教
育
に
な
っ
て
、い
ま
ま
で
の
大
卒
の
イ
メ
ー
ジ
と
違
っ
て
く
る
。

そ
れ
か
ら
あ
の
大
学
紛
争
が
一
つ
と
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
大
学
フ
ァ
ー

ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
代
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
自
分
の
父
が
ほ
と

ん
ど
高
等
教
育
を
出
て
い
な
い
、
せ
い
ぜ
い
中
等
教
育
、
こ
の
と
き
中
等
教
育

を
出
て
い
な
い
人
も
か
な
り
大
学
生
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
大
学

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
代
が
全
共
闘
世
代
に
非
常
に
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

大
学
知
識
人
の
文
化
貴
族
は
大
体
二
代
目
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う

文
化
貴
族
二
代
目
に
対
す
る
両
義
的
な
感
情
は
非
常
に
強
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
が
、
な
れ
な
い
と
い
う
感
情
が
非
常
に
強
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

丸
山
真
男
と
吉
本
隆
明

丸
山
真
男
先
生
が
当
時
の
こ
と
を
書
い
た
『
自
己
内
対
話
』
に
出
て
い
ま
す

が
、
学
生
に
取
り
囲
ま
れ
て
、「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ん
か
聴
き
な
が
ら
学
問
を

し
や
が
っ
て
。
そ
ろ
そ
ろ
殴
っ
ち
ゃ
お
う
か
」
と
い
う
罵
倒
が
投
げ
付
け
ら
れ

た
こ
と
を
彼
が
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
大
学
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
感
情
と
み
る
と
理
解
し
や
す
い
。
自
分
た
ち
の
未
来
も
、
か
つ
て
の

大
学
生
の
未
来
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
文
化
貴
族

と
い
う
か
、
教
養
エ
リ
ー
ト
へ
の
屈
折
し
た
感
情
と
見
る
と
、
分
か
り
や
す
い

気
が
し
ま
す
。

そ
し
て
な
ぜ
丸
山
真
男
で
は
な
く
て
、
吉
本
隆
明
に
シ
ン
パ
シ
ィ
を
感
じ
た

か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
非
常
に
分
か
り
や
す
い
気
も
し
ま
す
。
実
際
に
丸
山
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先
生
と
吉
本
さ
ん
は
対
極
的
な
社
会
的
軌
道
を
描
い
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
丸
山
先
生
は
毎
日
新
聞
の
論
説
委
員
の
有
名
な
丸
山
幹
治
氏
の

二
男
で
し
た
。
府
立
一
中
、
一
高
、
東
京
帝
大
法
学
部
を
出
て
助
手
を
し
て
助

教
授
、
教
授
と
い
う
絵
に
描
い
た
よ
う
な
、
ま
さ
し
く
学
歴
貴
族
で
す
が
、
吉

本
さ
ん
は
東
京
の
下
町
の
船
大
工
の
三
男
に
生
ま
れ
、
学
歴
も
旧
制
中
学
校
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
、
そ
れ
か
ら
米
沢
高
等
工
業
学
校
、

東
京
工
業
大
学
。
旧
制
中
学
校
、
旧
制
高
等
学
校
、
帝
国
大
学
と
い
う
ル
ー
ト

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
系
対
傍
系
み
た
い
な
も
の
で
す
。

だ
か
ら
、
吉
本
さ
ん
の
『
丸
山
真
男
論
』
が
あ
り
ま
す
が
、
理
論
以
前
に
身

体
的
な
違
和
感
で
は
な
い
か
、ぜ
ん
ぜ
ん
齟
齬
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
当
時
の
学
生
に
と
っ
て
、
そ
う
い
う
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
未
来
を
閉
ざ
さ
れ
た
一
種
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
状
態
化
さ
れ
た
学
生
に

と
っ
て
は
、
丸
山
さ
ん
に
代
表
さ
れ
る
二
代
目
文
化
貴
族
を
モ
デ
ル
に
し
た
上

昇
型
知
識
人
の
道
で
は
な
く
、
む
し
ろ
吉
本
さ
ん
の
ほ
う
に
共
感
を
感
じ
る
の

は
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

結
局
、
学
生
が
丸
山
さ
ん
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
先
生
を
つ
る
し
上
げ
た
と

い
う
の
は
、
一
種
の
教
養
主
義
の
部
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
養
主
義
、
そ
れ
か
ら
教
養
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
部
分

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
学
生
の
ほ
う
か
ら
粉
砕
さ

れ
た
の
で
す
。

ビ
ジ
ネ
ス
知
の
変
化

も
う
一
つ
は
、ビ
ジ
ネ
ス
知
が
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

学
生
の
ほ
う
か
ら
教
養
主
義
は
粉
砕
さ
れ
ま
し
た
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
知
の
ほ
う
か

ら
は
教
養
が
無
用
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、

ビ
ジ
ネ
ス
知
で
、
必
ず
し
も
専
門
的
な
知
は
そ
ん
な
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
主
義
あ
る
い
は
講
座
派
の
理
論
も
よ
く
生
産
力
理
論

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
本
来
は
社
会
変
革
の
理
論
で
す
が
、
そ
れ
が
近
代
化
社
会

の
中
に
あ
っ
て
は
、
一
種
の
技
術
知
の
よ
う
に
な
っ
て
使
わ
れ
て
い
く
面
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
や
講
座
派
の
理
論
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
に
な
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
教
養
主
義
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
外
国
語
の
知
識
や
先
進
国
の
知
識
な
ど

に
よ
っ
て
専
門
知
に
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う

実
用
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
進
歩
的
な
も
の
と
し
て
役
立
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
が
、
大
学
紛
争
の
十
年
前
ぐ
ら
い
か
ら
経
営
学
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
、
そ

れ
か
ら
近
代
経
済
学
が
い
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

日
本
の
会
社
は
そ
の
こ
ろ
、
企
画
室
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
た
く
さ
ん
作
り

ま
し
た
。
社
長
室
は
社
長
が
い
る
部
屋
で
は
な
く
て
、
総
合
企
画
で
す
。
ア
メ

リ
カ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
サ
ー
チ
や
そ
う
い
う
手
法
・
技
法
に
よ
っ
て
経
営
を
革

新
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
の
が
出
て
く
る
と
、
従
来
の
単
な
る
社
会
変
革

の
思
想
だ
っ
た
り
、
単
な
る
教
養
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
知
識
が
、
専
門

知
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
も
う
社
会
哲
学
や
イ
デ
オ
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ロ
ギ
ー
な
ど
で
は
な
く
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
や
シ
ス
テ
ム
ア
ナ
リ
ス
ト
、
ま
た
経

営
官
僚
の
時
代
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
六
〇
年
代
半
ば
あ
た
り
か
ら
非
常
に

出
て
く
る
わ
け
で
す
。

大
学
紛
争
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
大
衆
的
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
像
を
鏡
に
教
養
知

の
特
権
的
欺
瞞
性
を
、
騒
々
し
さ
の
中
で
白
日
に
さ
ら
し
た
わ
け
で
す
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
社
会
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
型
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
経
営
官
僚
を
鏡
に
、

専
門
知
の
転
換
に
よ
る
教
養
知
の
無
用
化
を
宣
言
し
た
と
い
え
る
と
思
い
ま

す
。

農
村
性
の
消
滅

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
野
田
先
生
が
説
得
力
あ
る
形
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
が
、
農
村
性
の
消
滅
で
す
。
要
す
る
に
教
養
主
義
は
、
後
背
地
に
貧
し
く
て

遅
れ
た
農
村
が
あ
っ
て
、
片
方
で
ま
ば
ゆ
い
西
洋
文
化
が
あ
っ
て
、
そ
の
落
差

が
輝
か
し
い
も
の
に
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
農
村
性
も
日
本
社
会
か
ら
な
く

な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
農
村
人
口
は
減
っ
て
い
ま
す
。
六
〇
年
に

33
％
だ
っ
た
の
が
、
六
五
年
に
な
る
と
、
農
業
以
外
の
収
入
の
ほ
う
が
多
い
と

い
う
第
二
種
兼
業
農
家
が
専
業
農
家
を
追
い
越
し
た
わ
け
で
す
。
し
か
も
農
村

に
行
っ
て
も
耐
久
消
費
財
が
普
及
し
て
、
だ
ん
だ
ん
格
差
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
基
底
部
の
変
化
で
す
。
こ
の
あ
た
り
か

ら
、
大
衆
と
知
識
人
、
都
市
と
農
村
と
い
う
従
来
の
二
項
対
立
が
崩
壊
し
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
学
生
の
書
籍
購
入
シ
ェ
ア

実
際
に
大
学
生
の
書
籍
購
入
シ
ェ
ア
は
非
常
に
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
い
つ

か
ら
大
学
生
が
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、『
岩
波
新
書
の
五
〇

年
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
編
集
者
は
「
今
ま
で
は
大
学
生
を
読
者
と
し
た
い
と

考
え
て
い
た
が
、
な
ん
と
な
く
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
学
生
の
読
者
が
減
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

う
ち
の
助
手
を
し
て
い
た
人
が
、
大
学
生
の
書
籍
購
入
シ
ェ
ア
を
当
時
の
資

料
で
計
算
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
六
四
年
と
九
四
年
を
比
較
す
る
と
、
六
四

年
の
と
き
の
全
体
の
書
籍
購
入
の
短
大
生
・
大
学
生
の
シ
ェ
ア
は
32
％
で
し
た
。

つ
ま
り
本
を
買
っ
た
う
ち
の
三
分
の
一
は
、
当
時
は
短
大
・
大
学
生
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
三
〇
年
た
っ
た
九
四
年
に
調
べ
る
と
、
短
大
生
・
大
学
生

の
書
籍
購
入
シ
ェ
ア
は
八
％
で
、
四
分
の
一
に
減
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
デ
ー
タ

の
再
分
析
で
出
て
い
ま
す
。
四
分
の
一
に
落
ち
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
大
学

生
数
は
二
倍
く
ら
い
に
増
え
て
い
る
か
ら
、
六
四
年
か
ら
比
べ
る
と
九
四
年
の

実
質
シ
ェ
ア
の
落
ち
込
み
は
八
分
の
一
に
な
り
ま
す
。

七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
衰
退

大
学
生
が
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
の
か
、
大
学
生
以
外
の
人
が
昔
よ
り
本
を

読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
ど
ち
ら
側
か
ら
考
え
る
か
に
も
よ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
〇
年
代
は
大
学
生
が
本
を
読
む
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
衰
退
は
、
デ
ー
タ
を
省
き
ま
す
が
、
読
書
調
査
を
再
分
析
す
る
と
、
大

学
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
私
が
関
西
大
学
の
を
見
た
と
き
に
は
大
体
七
〇
年
代

初
め
に
教
養
主
義
が
衰
退
し
始
め
ま
し
た
。
六
五
年
の
時
に
は
、
総
合
雑
誌
を

三
人
に
一
人
く
ら
い
は
読
ん
で
い
た
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
同
じ
大
学
で
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
も
う
『
中
央
公
論
』
も
『
世
界
』
も

『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
本
を
あ
ま
り
読
ま
な
い
と
い
う
状
態

が
、
七
〇
年
代
初
め
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
私
は
こ
の
大
学
に
就

職
し
て
、
大
学
が
大
衆
化
す
る
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

第
二
次
適
応
と
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
大
学

そ
れ
か
ら
京
都
大
学
に
行
っ
た
の
で
す
が
、京
都
大
学
も
し
ば
ら
く
す
る
と
、

だ
ん
だ
ん
大
衆
化
し
て
き
た
の
で
、
大
学
に
よ
っ
て
タ
イ
ム
・
ラ
グ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
全
共
闘
世
代
は
大
学
の
理
念
と
か
教
養
主
義
に

あ
こ
が
れ
て
い
た
面
も
あ
る
か
ら
、
一
種
の
家
庭
内
暴
力
み
た
い
な
運
動
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

七
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
、
特
に
大
き
な
私
学
を
中
心
と
し
て
起
き
た
教
養

主
義
の
衰
退
は
、
当
時
は
こ
れ
を
「
し
ら
け
世
代
」
と
言
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

ポ
ス
ト
全
共
闘
世
代
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
最
初
か
ら
本
な
ん
か
読
ま
な
い
の

だ
か
ら
、
家
出
世
代
で
す
。
家
出
だ
け
れ
ど
も
、
大
学
卒
業
の
資
格
だ
け
は
ほ

し
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
家
出
で
は
な
く
、
家
庭
内
別
居
で
す
。「
教
師
は
教
師

で
勝
手
に
や
れ
。
そ
の
か
わ
り
う
る
さ
く
言
う
な
。
四
年
間
い
る
の
だ
か
ら
、

最
低
の
コ
ス
ト
で
最
大
限
楽
し
ん
で
大
学
を
出
た
い
」と
い
う
、い
わ
ゆ
る
ア
ー

ビ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
の
い
う
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
ア
ジ
ャ
ス
ト
メ
ン
ト
（
第
二
次

適
応
）
と
い
う
こ
と
で
、
組
織
本
来
の
目
標
と
違
っ
て
、
ず
ら
し
て
適
応
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
後
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
大
学
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
ま
さ
に
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
ア
ジ
ャ
ス
ト
メ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
四
年

間
い
る
の
だ
か
ら
軋
轢
を
起
こ
さ
ず
に
最
小
限
の
努
力
で
最
大
の
満
足
感
を
上

げ
て
、
し
の
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

京
都
大
学
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、思
想
書
、教
養
書
が
よ
く
読
む
本
か
ら
減
っ

て
、
趣
味
本
や
漫
画
が
増
大
し
て
く
る
の
が
八
〇
年
代
で
す
。
そ
れ
と
対
応
し

て
、
総
合
雑
誌
は
売
れ
な
く
な
り
ま
す
。『
中
央
公
論
』が
ど
れ
だ
け
売
れ
た
か

を
、
実
際
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
す
が
、
聞
き
ま
し
た
。
六
〇
年
代
は
『
中
央

公
論
』
が
一
番
売
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
質
の
販
売
部
数
で
十
五
万

部
以
上
あ
り
ま
し
た
。
大
学
紛
争
の
と
き
に
少
し
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
大
学

紛
争
は
家
庭
内
暴
力
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
七
〇
年
代
に

一
〇
万
部
を
切
っ
て
、
八
〇
年
代
は
八
万
部
か
ら
七
万
部
と
な
り
、
九
〇
年
代

は
六
万
五
千
部
、
現
在
は
も
っ
と
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

総
合
雑
誌
は
あ
る
種
の
教
養
共
同
体
、
知
識
人
の
公
共
圏
み
た
い
な
も
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
が
縮
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
知
識
人

論
が
影
を
潜
め
ま
し
た
。
学
生
論
も
影
を
潜
め
て
、
若
者
論
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
学
生
だ
け
で
は
な
く
勤
労
青
年
も
一
緒
に
な
る
状
態
で
す
。
だ
か
ら
、

よ
く
読
ま
れ
て
い
る
本
や
雑
誌
は
、
一
般
の
順
位
と
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
く
な

り
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
教
養
主
義
と
い
っ
て
も
、
実
際

の
数
か
ら
す
る
と
教
養
主
義
み
た
い
な
学
生
は
、
ど
う
考
え
て
も
そ
ん
な
に
多
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く
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
当
時
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り

本
を
読
ま
な
い
で
、公
務
員
試
験
だ
け
は
が
ん
ば
る
よ
う
な
学
生
も
い
ま
し
た
。

い
つ
の
時
代
で
も
実
利
型
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
総
合
雑
誌
が
実

際
は
三
割
と
か
二
割
読
ん
で
い
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
程
度
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
政
治
の
支
配
と
同
じ
で
、
小
党
分
立
で
あ
っ
て
も
相
対
的
な

多
数
派
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
わ
け
で
す
か
ら
、
教
養
主
義
的
な
学
生
が
二
割

も
三
割
も
い
れ
ば
、
こ
れ
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
内
部
の
相
対
的
多
数
だ
け
で
は
な
く
て
、
努
力
を
良
し
と
し

た
り
、
人
格
主
義
、
草
の
根
教
養
主
義
、
修
養
主
義
な
ど
は
外
部
の
学
歴
の
高

く
な
い
人
た
ち
に
も
あ
り
、
同
時
に
、
教
養
が
進
歩
的
・
実
用
的
な
機
能
を
持

つ
と
い
う
人
々
の
信
頼
感
が
あ
る
と
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
二
割
で
あ
っ
て
も

三
割
で
あ
っ
て
も
、
規
範
文
化
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
い
ま
や
相
対
的
多
数
派
で
も
な
く
な
り
、
非
常
に
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
外
部
に
支
援
文
化
が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
苦
労
人
物
語
と

か
人
格
を
形
成
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
草
の
根
教
養
主
義
み
た
い
な
も
の
が
な

く
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
は
非
常
に
弱
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
挙
句
が
、
い
ま
や
教
養
難
民
み
た
い
に
な
っ
て
、
知
の
オ
タ
ク
み
た
い
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
悪
循
環
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
が
あ
る
と
非
常
に
優
れ
た
子
が
教
養
主
義
派
的
な
も

の
を
構
成
し
ま
す
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
る
と
、
優
秀
分
子
が
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
こ
な
く
な
り
ま
す
。

モ
テ
な
い
の
は
難
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら

学
生
か
ら
聞
い
た
の
で
す
が
、「
自
分
た
ち
が
女
子
学
生
に
モ
テ
な
い
の
は
難

し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
僕
は
反
対
だ
と

思
い
ま
す
。
教
養
主
義
だ
か
ら
モ
テ
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
も
と
も
と
モ

テ
な
い
だ
け
の
話
で
す
。

教
養
主
義
の
復
権
は
か
っ
こ
い
い
人
た
ち
が
や
る
こ
と
で
す
。そ
う
す
る
と
、

そ
れ
に
あ
こ
が
れ
て
、
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
期
待
が
持
て
る
の
は
、

優
れ
て
か
っ
こ
い
い
教
養
主
義
的
な
女
子
学
生
で
す
。
女
子
学
生
が
難
し
い
本

を
読
ん
で
い
て
も
、
変
な
や
つ
だ
と
は
あ
ま
り
思
い
ま
せ
ん
。
男
の
子
も
、
か
っ

こ
い
い
人
が
な
る
と
復
権
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
間
文
化
社
会
か
ら
新
中
間
大
衆
社
会

ま
と
め
で
す
。
加
藤
秀
俊
さ
ん
が
「
中
間
文
化
社
会
」
だ
と
一
九
五
七
年
に

書
い
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
昔
は
真
ん
中
の
文
化
が
弱
く
て
ひ
ょ
う
た
ん
型

だ
っ
た
の
が
、
真
ん
中
の
文
化
が
増
え
て
き
て
ち
ょ
う
ち
ん
型
に
な
っ
た
と
い

う
有
名
な
論
文
で
す
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
新
書
や
ト
リ
ス
バ
ー
が
は
や
っ

た
こ
と
で
す
。
高
く
も
な
く
、
焼
酎
で
も
な
く
、
ま
あ
ま
あ
リ
ッ
チ
な
雰
囲
気

が
味
わ
え
る
と
い
う
中
間
文
化
社
会
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
村
上
泰
亮
先
生
が
一
九
八
四
年
、「
新
中
間
大
衆
社
会
」と
言
い

ま
し
た
。
今
の
日
本
の
中
流
社
会
は
、
い
わ
ゆ
る
新
中
間
階
級
で
は
な
い
。
そ

う
か
と
い
っ
て
エ
リ
ー
ト
に
指
導
さ
れ
る
単
な
る
大
衆
と
い
う
わ
け
で
も
な
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い
。
そ
の
中
間
み
た
い
な
社
会
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

私
は
こ
う
思
い
ま
す
。
中
間
文
化
社
会
は
あ
る
種
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
み
た
い
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
新
書
だ
と
か
ト
リ
ス
バ
ー
と
い
う
の
は
、
ハ
イ

カ
ル
チ
ャ
ー
の
模
造
を
し
た
い
と
い
う
、
よ
く
も
悪
し
く
も
背
伸
び
す
る
と
い

う
の
が
中
間
文
化
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
村
上
先
生
の
「
新
中
間
大
衆
社

会
」
と
い
う
言
葉
は
有
名
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
い
ま
ひ

と
つ
私
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
加
藤
さ
ん
の
言
う
「
中
間
文
化
」

と
違
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
背
伸

び
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
オ
ル
テ
ガ
の
大
衆
社
会
に
非
常
に

似
て
い
ま
す
。オ
ル
テ
ガ
は
、「
自
分
が
凡
庸
な
の
に
賢
い
と
思
う
の
が
大
衆
だ
」

と
は
言
っ
て
い
な
く
て
、「
凡
庸
で
何
が
悪
い
と
い
う
の
が
大
衆
だ
」と
言
っ
て

い
ま
す
。
新
中
間
大
衆
社
会
は
、
な
に
か
そ
う
い
う
気
が
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、

加
藤
さ
ん
の
中
間
文
化
は
ス
ノ
ビ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
中
間
文
化
だ
と

思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

教
養
・
き
ょ
う
よ
う
・
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ

私
が
一
番
不
得
意
な
の
は
建
設
的
な
意
見
で
す
が
私
個
人
の
力
で
は
と
て
も

及
ば
な
い
の
で
先
生
方
の
お
話
も
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
今
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
も
一
種
の
カ
タ
カ
ナ
の
「
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
」
主

義
み
た
い
な
も
の
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
漢
字
の
教
養
主
義
は
終
わ
り
だ
と

感
じ
た
の
は
数
年
前
で
す
。
旧
制
高
校
の
こ
と
を
授
業
で
や
っ
て
い
る
と
女
子

学
生
が
来
て
、「
な
ぜ
、
昔
の
学
生
は
難
し
い
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
の
か
？
」と
聞
き
ま
し
た
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
そ
う
で
す
。「
な
ぜ
読
書

で
人
間
形
成
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。
私
と
し
て
は
自
明
化

し
て
い
る
こ
と
を
聞
か
れ
た
わ
け
で
す
。
非
常
に
率
直
過
ぎ
る
質
問
で
し
た
。

今
の
学
生
は
、
人
間
形
成
と
い
う
野
暮
な
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
、
大
学
で

自
分
の
人
間
形
成
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。た
だ
、

そ
れ
が
な
ぜ
読
書
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
ビ
デ
オ
で
も
漫
画
で

も
サ
ー
ク
ル
活
動
で
も
友
人
と
の
付
き
合
い
で
も
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
知
識
も

ギ
ャ
グ
も
全
部
、
そ
う
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
読
書
は
せ
い
ぜ
いo

n
e o
f th

em

だ
と
。
そ
う
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、
カ
タ
カ
ナ
の
キ
ョ

ウ
ヨ
ウ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
が
「
学
生
に
教
養
が
な
い
」
と
言

う
と
き
に
は
、
漢
字
の
教
養
で
言
い
ま
す
が
、
学
生
は
カ
タ
カ
ナ
で
「
先
生
の

ほ
う
が
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
は
適
応
戦
略

そ
う
い
う
カ
タ
カ
ナ
の
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
も
確
か
に
い
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
確
か
に
旧
制
高
校
的
な
教
養
主
義
は
、
一
つ
は
読
書
中
心
主
義
で
、
も

う
一
つ
は
「
栄
華
の
巷
を
低
く
見
て
」
の
よ
う
に
大
衆
と
世
間
を
外
部
化
し
た

特
権
的
な
学
生
文
化
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
い
ま
す
。

学
生
が
考
え
る
カ
タ
カ
ナ
の
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
が
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
は
世
間
並
み
と
普
通
に
寄
り
添
う
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
で
は
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な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
漢
字
の
教
養
主
義
が
大
衆
文
化
と
の
差
異

化
主
義
だ
と
す
る
と
、
カ
タ
カ
ナ
の
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
主
義
は
大
衆
文
化
へ
の
同
化

主
義
み
た
い
に
私
に
は
思
え
ま
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
文
化
へ
の
適
応
戦
略
み
た

い
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

か
つ
て
の
教
養
主
義
や
人
格
主
義
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
悩
み
を
悩
ん
で
い

た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
悩
む
こ
と
は
い
い
こ
と
で
、
無
理
し

て
悩
む
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
の
学
生

は
、
悩
む
こ
と
を
咎
（
と
が
）
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
悩
む
の

は
自
分
が
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
出
て
く
る
の
か

と
い
う
、
過
剰
な
現
実
適
応
の
学
生
文
化
だ
と
私
に
は
思
え
て
し
よ
う
が
あ
り

ま
せ
ん
。

適
応
・
超
越
・
自
省

次
は
、
社
会
学
者
の
井
上
俊
先
生
の
「
文
化
の
三
つ
の
機
能
」
で
す
。
確
か

に
、
人
間
の
環
境
へ
の
適
応
を
助
け
る
実
用
性
が
文
化
の
最
大
の
機
能
だ
と
思

い
ま
す
が
、
効
率
、
打
算
、
妥
協
な
ど
の
実
用
性
を
越
え
る
働
き
も
文
化
の
中

に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
越
と
い
い
、
こ
れ
を
理
想
主
義
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け

で
す
。
ま
た
、
実
用
や
理
想
だ
け
で
は
な
く
、
一
種
の
自
省
も
必
要
で
す
。
妥

当
性
や
正
当
性
を
疑
う
作
用
、
自
問
や
自
省
の
働
き
も
必
要
で
す
。
文
化
の
自

省
機
能
も
あ
っ
て
、
自
省
機
能
は
理
想
主
義
に
対
し
て
も
懐
疑
の
矢
を
放
つ
わ

け
で
す
が
、
こ
の
三
つ
の
機
能
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
と
き
に
、
文
化
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
う
の
が
井
上
説
で
す
。

井
上
さ
ん
は
、
七
〇
年
代
以
降
は
文
化
の
適
応
機
能
が
肥
大
し
た
の
で
は
な

い
か
と
、
超
越
や
自
省
の
作
用
が
衰
微
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
文
化
の
一
元

化
を
い
っ
て
い
ま
す
が
、私
は
カ
タ
カ
ナ
の
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

前
尾
繁
三
郎

時
間
が
な
い
の
で
は
し
ょ
り
ま
す
が
、
旧
制
高
等
学
校
の
教
養
主
義
は
、
前

尾
繁
三
郎
さ
ん
の
例
で
見
る
と
、
超
越
や
自
省
の
働
き
を
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
の
「
き
ょ
う
よ
う
」
と
矜
持

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
か
ら
の
教
養
を
考
え
る
と
き
に
、
教
養
は
旧
制
高
校
だ

け
と
い
う
こ
と
に
す
る
と
、
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
の
教
養
み
た
い
な
も
の
が
隠
れ

て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
農
民
や
漁
師
の
生
き
方
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
を
漢
字
の
教
養
で
書
く
の
は
違
う
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
、
そ
れ
を
「
き
ょ

う
よ
う
」
と
ひ
ら
が
な
で
言
い
た
い
気
が
し
ま
す
。
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
の
生
き

方
や
プ
ラ
イ
ド
は
、つ
い
こ
の
間
ま
で
日
本
社
会
の
中
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

職
場
の
生
き
字
引
と
か
、
お
天
道
様
に
恥
ず
か
し
い
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と

か
、
そ
う
い
う
矜
持
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
を
拾
い
上
げ
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
教
養
は
、「
教
養
」、「
き
ょ
う
よ
う
」、

「
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
」
の
三
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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読
書
・
身
体
・
語
ら
い
（
社
交
）

一
つ
だ
け
言
っ
て
終
わ
り
に
し
ま
す
。「
語
ら
い
」が
大
変
重
要
で
は
な
い
か

と
私
は
思
い
ま
す
。
教
養
主
義
を
ず
っ
と
見
て
く
る
と
、
最
初
は
社
交
と
い
う

か
、先
生
と
付
き
合
っ
た
り
す
る
中
で
出
て
き
ま
す
。そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
さ
れ
て
、
教
養
主
義
み
た
い
に
な
っ
て
き
て
、
本
を
読
む
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
は
、
も
っ
と
後
の
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
は
ケ
ー
ベ
ル
先
生
や
岩
元

禎
先
生
も
そ
う
だ
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
、
つ
ち
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
庶
民
の
ひ
ら
が
な
の
き
ょ
う
よ
う
も
、
そ
う
い

う
ふ
る
ま
い
や
、
何
か
し
ゃ
べ
っ
た
り
す
る
中
で
、
一
緒
に
仕
事
を
す
る
中
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
教
養
は
、「
語
ら
い
」
や
、
修
養
に
あ
っ
た
よ
う
な
「
身
体
」、

そ
れ
と
一
緒
に
「
読
書
」
も
考
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

時
間
が
十
分
な
か
っ
た
の
で
、
前
尾
さ
ん
の
こ
と
は
省
き
ま
し
た
が
、
私
の

話
は
以
上
で
す
。
ま
た
、
先
生
方
か
ら
ご
意
見
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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