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古典教育の現在性─ 1 ─

古
典
教
育
の
現
在
性

高
橋
大
助

１　
「
古
典
」
の
現
在

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
中
学
校
国
語
」
お
よ
び
高
等
学
校
の

国
語
科
の
共
通
必
修
科
目
と
定
め
ら
れ
た
「
国
語
総
合
」
に
、「
伝
統
的

な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
、
古
典
教
育

に
改
め
て
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う（

１
）。

中
央
教
育

審
議
会
答
申
で
は
「
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
さ
れ

て
い
た
も
の
に（

２
）、

実
際
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
は
、「
伝
統
」
と
い
う
こ
と

ば
が
冠
さ
れ
新
設
の
意
義
が
明
確
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
事
項
が
、

小
学
校
の
国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
に
も
加
え
ら
れ
た
た
め
、「
言
語
の

伝
統
文
化
」
に
関
す
る
学
び
は
、
初
等
中
等
教
育
を
貫
い
て
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
大
き
な
改
訂
を
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
古
典
」
の

重
要
視
と
捉
え
る
こ
と
は
無
理
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
習
指

導
要
領
は
、
中
学
校
国
語
お
よ
び
国
語
総
合
に
お
け
る
古
典
の
教
材
に
つ

い
て
、
以
下
の
こ
と
に
留
意
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
典
に
関
す
る
教
材
に
つ
い
て
は
、
古
典
の
原
文
に
加
え
、
古
典
の

現
代
語
訳
、
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ

と（
３
）。
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古
典
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
表
現
を
工
夫
し
、
注
釈
、
傍
注
、
解

説
、
現
代
語
訳
な
ど
を
適
切
に
用
い
、
特
に
漢
文
に
つ
い
て
は
訓
点

を
付
け
、
必
要
に
応
じ
て
書
き
下
し
文
を
用
い
る
な
ど
理
解
し
や
す

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降
の
文
章

を
含
め
る
こ
と（

４
）。

　

い
わ
ば
、
必
ず
し
も
訓
詁
注
釈
を
前
提
と
し
な
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

古
典
教
育
の
方
法
を
積
極
的
に
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

５
）。

国
語
総
合
で
の
留
意
点
は
「
古
典
Ａ
」
及
び
「
古
典
Ｂ
」
に
お
い
て
も
踏

襲
す
る
よ
う
学
習
指
導
要
領
は
求
め
て
い
る（

６
）。

こ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
は

「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発

展
さ
せ
る
た
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
成
す
る
指

導
を
重
視
す
る（

７
）

」
と
し
た
「
答
申
」
の
姿
勢
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
古
典
教
育
が
単
な
る
知
識
の
伝
授
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
求
め
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
併
せ
て
、
領
域
や
単
元
を
横
断
し
て
国
語
教
育
に
お
け

る
「
言
語
活
動
」
を
重
視
す
る
学
習
指
導
要
領
の
姿
勢
に
沿
っ
た
も
の
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
「
言
語
活
動
の
充

実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
」
に
は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
で
の
古
典
教
材

を
用
い
た
活
動
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る（

８
）。

昔
話
の
ル
ー
ツ
を
紹
介
し
よ
う
～
古
典
の
様
々
な
作
品
に
つ
い
て
知

る
～
（
中
学
一
年
）

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
和
歌
を
観
賞
し
て
文
章
を
書
こ
う
～
資
料
を

引
用
し
て
書
く
～
（
中
学
三
年
）

古
文
と
翻
訳
映
像
と
を
比
較
し
て
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
を
広
げ
よ

う
（「
国
語
総
合
」）

歴
史
物
語
に
描
か
れ
た
情
景
や
人
物
の
表
現
の
仕
方
を
捉
え
よ
う

（「
国
語
総
合
」）

漢
文
の
内
容
を
新
聞
に
し
て
み
よ
う
（「
国
語
総
合
」）

季
語
で
ク
イ
ズ
大
会
を
開
こ
う
（「
古
典
Ａ
」）

百
人
一
首
カ
ル
タ
を
楽
し
も
う
（「
古
典
Ａ
」）

現
代
語
訳
を
活
用
し
て
源
氏
物
語
を
読
み
味
わ
お
う
（「
古
典
Ｂ
」）

「
色
の
名
」
に
つ
い
て
調
べ
、
報
告
文
に
ま
と
め
よ
う
（「
古
典
Ｂ
」）

　

各
単
元
名
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
古
典
に
親
し
む
」

と
い
う
目
標
に
沿
っ
た
活
動
例
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自
ら
学
び

考
え
る
力
の
育
成
を
目
指
し
た
探
求
型
の
学
習
を
軸
に
し
て
、
生
徒
同
士

の
対
話
に
よ
る
能
動
的
学
修
を
促
す
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
呼
ば

れ
る
方
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
学
ぶ
身
体
の
在
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り
よ
う
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

９
）。

中
学
一
年
の
事
例
で

示
さ
れ
た
「
昔
話
」
を
教
材
と
し
た
学
習
指
導
案
の
「
言
語
活
動
の
充
実

の
工
夫
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
段
階
の
学
習
で
は
、
古
典
の
原
文
は
意
図
的
に
扱
わ
な
い
よ
う

に
し
、
現
代
語
訳
や
、
作
品
に
つ
い
て
解
説
し
た
本
、
作
品
に
関
連

す
る
資
料
な
ど
を
準
備
す
る
よ
う
に
し
た
。
生
徒
が
古
典
を
読
む
こ

と
に
つ
い
て
の
抵
抗
感
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の

文
章
や
資
料
に
基
づ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
調
べ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
際
に
は
、
作
品
の
原
文
の
一
部
を

表
示
し
た
り
、
音
読
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
助
言
し
て

い
る
。

　

学
習
指
導
案
で
は
、「
わ
ら
し
べ
長
者
」「
一
寸
法
師
」「
か
ぐ
や
姫
」

「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
な
ど
の
絵
本
と
「
今
昔
物
語
集
」

「
御
伽
草
子
」「
竹
取
物
語
」「
伊
曾
保
物
語
」「
落
窪
物
語
」
の
現
代
語
訳

や
関
連
す
る
本
と
が
教
材
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
絵
本
等
か
ら
原
典
へ
と
い
う

探
求
を
目
標
と
す
る
授
業
で
あ
る
が
、「
原
文
」
は
そ
の
存
在
を
示
唆
さ

れ
こ
そ
す
れ
棚
上
げ
に
さ
れ
て
、
原
典
の
テ
キ
ス
ト
が
示
す
意
味
や
物
語

へ
の
近
接
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
国
語
総
合
」
の

古
文
に
関
す
る
事
例
で
は
、「
虫
め
づ
る
姫
君
」（「
堤
中
納
言
物
語
」）
と

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
が
教
材
と
し
て
用
い
ら

れ
る
。
授
業
は
、
両
作
品
の
比
較
を
話
し
合
っ
た
う
え
で
、「
虫
め
づ
る

姫
君
」
の
人
物
像
を
ま
と
め
、
各
自
で
彼
女
に
対
す
る
「
応
援
」
も
し
く

は
「
忠
告
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
成
し
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
交
換
を
通

じ
て
自
身
の
読
み
を
確
認
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
て
い
る
。
王
蟲
と
心
を
通

わ
せ
る
ナ
ウ
シ
カ
を
補
助
線
と
し
て
、
古
典
の
中
の
人
物
を
理
解
さ
せ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
方
法
に
対
し
て
は
、
古
典
に
対
す
る
皮
相
な
理
解
を
も
た
ら

し
か
ね
な
い
、
と
危
惧
す
る
声
が
上
が
る
か
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
古
典

領
域
に
限
ら
ず
、
国
語
科
で
の
単
元
を
貫
い
て
の
言
語
活
動
の
重
視
に
は

弊
害
も
指
摘
さ
れ
て
お
り）

（（
（

、
探
求
型
の
学
習
や
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
導
入
に
よ
っ
て
、
生
徒
も
教
師
も
何
か
し
た
気
に
な
っ
て
、
そ
の

実
、
学
習
内
容
の
浅
い
理
解
で
留
ま
っ
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。
た
だ
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
や
文
法
を
教
え
学
ぶ
こ
と
に

終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
古
典
の
授
業
が
、
原
典
に
対
す
る
深
い

理
解
を
多
く
の
生
徒
に
も
た
ら
し
て
い
た
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
試
験
以
外
に
学
ぶ
動
機
を
見
出
せ
な
い
生
徒
を
量
産
し
た
と
さ
え
い
え

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
反
省
に
立
て
ば
、
曲
が
り
な
り
に
も
古
典
の

受
容
を
目
標
に
据
え
た
こ
う
し
た
授
業
に
、
古
典
教
育
の
文
学
教
育
と
し
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て
の
側
面
に
光
を
あ
て
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
に
ち
が

い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
授
業
者
は
古
典
に
取
り
組
む
姿
勢
を
改
め
て
問

わ
れ
る
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
授
業
で
は
、
授
業
者
が
訓
詁

注
釈
の
技
量
を
生
徒
に
示
す
機
会
は
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
が
、
教
科
書
に

は
あ
ま
り
掲
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
古
典
作
品
に
も
目
配
り
し
教

材
を
開
発
し
て
生
徒
に
供
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る）

（1
（

。
何
よ
り
も
ま
ず
、

授
業
者
自
身
が
「
古
典
に
親
し
む
」
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
に

挙
げ
た
「
古
典
Ｂ
」
の
「
源
氏
物
語
」
に
関
す
る
事
例
で
は
、
与
謝
野
晶

子
、
谷
﨑
潤
一
郎
、
円
地
文
子
、
橋
本
治
、
瀬
戸
内
寂
聴
、
大
塚
ひ
か

り
、
林
望
の
テ
キ
ス
ト
が
現
代
語
訳
と
し
て
用
意
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
「
現

代
風
」
と
「
古
文
風
」、「
原
文
に
忠
実
」
と
「
独
創
的
」
と
い
う
座
標
軸

上
に
位
置
づ
け
る
作
業
が
行
わ
れ
、
文
体
や
単
語
の
訳
し
方
に
注
目
す
る

こ
と
を
生
徒
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
授
業
を
企
画
し
て
そ
の
学
び

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
に
は
、
授
業
者
自
身
が
、
単
に
原
文
を
読
み
訳
せ
る
だ

け
で
な
く
、「
源
氏
物
語
」
を
、
そ
の
受
容
が
も
た
ら
し
た
作
品
や
批
評

も
含
め
て
享
受
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
を
教
え
る

こ
と
が
で
き
る
技
量
だ
け
で
は
な
く
、
古
典
を
探
求
し
享
受
す
る
意
欲
が

授
業
者
た
る
条
件
と
な
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

２　

召
喚
さ
れ
る
「
伝
統
」

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
現
行
の
学
習
指
導
要
領
は
生
徒
・
教
師
の

双
方
に
古
典
と
の
関
係
性
を
組
み
替
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
教
育
に
お
け
る
古
典
観
の
こ
の
変
更
（
あ
る
い
は
古
典

の
価
値
の
再
認
識
）
は
、
ま
ず
は
、
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
に
改
正
さ

れ
た
教
育
基
本
法
と
の
関
連
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
具

体
的
に
は
「
教
育
の
目
標
」
を
定
め
た
第
二
条
の
五
が
注
目
さ
れ
る
。

伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷

土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
発

展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
。

　

こ
の
「
目
標
」
と
と
も
に
、
前
文
の
第
二
段
に
は
「
伝
統
を
継
承
し
、

新
し
い
文
化
の
創
造
を
目
指
す
教
育
を
推
進
す
る
」
と
あ
り
、「
伝
統
」

の
尊
重
と
継
承
が
、
旧
教
育
基
本
法
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
教
育
の
課
題

と
し
て
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
改
正
が
持
つ
意
味
を
、
教
育
基
本

法
の
改
正
に
先
立
ち
中
央
教
育
審
議
会
が
行
っ
た
答
申
「
新
し
い
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
基
本
計
画
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

に
求
め
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る）

（1
（

。
答
申
は
「
新
た
に
規
定
す
る
理
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念
」
の
一
つ
と
し
た
「
日
本
の
伝
統
・
文
化
の
尊
重
、
郷
土
や
国
を
愛
す

る
心
と
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
の
意
識
の
涵
養
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
る）

（1
（

。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
、
外
国
が
身
近
な
存
在
と
な
る
中
で
、

我
々
は
国
際
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
我
々
と
は
異
な
る

伝
統
・
文
化
を
有
す
る
人
々
と
共
生
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ま
ず
自
ら

の
国
や
地
域
の
伝
統
・
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
尊
重
し
、
日

本
人
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
や
、
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
の
涵
養
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
国
や
地
域
を
重
ん
じ
る

の
と
同
様
に
他
の
国
や
地
域
の
伝
統
・
文
化
に
対
し
て
も
敬
意
を
払

い
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
他
国
か
ら
信
頼
さ
れ
る
国
を
目
指
す

意
識
を
涵
養
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

な
お
、
国
を
愛
す
る
心
を
大
切
に
す
る
こ
と
や
我
が
国
の
伝
統
・

文
化
を
理
解
し
尊
重
す
る
こ
と
が
、
国
家
至
上
主
義
的
考
え
方
や
全

体
主
義
的
な
も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　

こ
こ
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
国
際
社
会
に
あ
っ
て
、〈
他
者
〉
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
尊
重
が
で
き
、「
他
国
か
ら
信
頼
さ
れ
る
国
を
目

指
す
」
こ
と
の
で
き
る
市
民
を
育
む
た
め
に
、「
伝
統
・
文
化
」
に
関
す

る
教
育
の
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
な
お
」
以
下

は
、
言
わ
ず
も
が
な
、
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
付
言
の
存
在

が
「
伝
統
・
文
化
」
に
関
す
る
教
育
の
危
う
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
危
う
さ
の
本
質
は
、
想
起
し
や
す
い
国
家
主
義

や
全
体
主
義
へ
の
傾
斜
と
い
う
面
に
ば
か
り
囚
わ
れ
る
と
見
え
に
く
く

な
っ
て
し
ま
う
。「
伝
統
・
文
化
」
の
教
育
の
必
要
が
説
か
れ
る
背
景
に

は
、
人
間
存
在
の
在
り
よ
う
の
変
化
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
知
識
基
盤
社
会
へ
の
移
行
と
と
も
に
、
そ

の
変
化
の
主
な
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い）

（1
（

。
問
う
べ
き
は
、

変
化
へ
の
対
応
と
し
て
「
伝
統
・
文
化
」
の
教
育
が
な
ぜ
賞
揚
さ
れ
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

３
「
教
養
」
の
再
評
価

　

２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
、
中
央
教
育
審
議
会
は
「
新
し
い
時
代
に
お

け
る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
答
申
を
行
っ
て
い
る

（
2
月
21
日
付
）。
そ
の
中
で
示
さ
れ
た
具
体
的
な
提
言
に
は
、
小
学
校
や

中
学
校
で
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
大
学
生
を
採
用
す
る
こ
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と
や
「
朝
の
10
分
間
読
書
」
の
活
用
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
や
高
等
学
校
に
お
け
る
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
体
験
型
学
習
の
導
入
、
高
大
連
携
の
推
進
な

ど
、
後
に
教
育
現
場
に
定
着
し
た
も
の
も
少
な
く
な
く）

（1
（

、
こ
こ
に
示
さ
れ

た
「
教
養
」
観
は
教
育
基
本
法
改
正
以
降
の
教
育
の
在
り
方
に
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

答
申
は
、
ま
ず
、「
教
養
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
」
と
「
教
養
の
一
部

と
し
て
の
修
養
」
と
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
の
現
状
認
識
を
示
す
（「
は

じ
め
に
」）。
次
い
で
、「
大
き
な
社
会
変
動
の
中
で
、
既
存
の
価
値
観
が

大
き
く
揺
ら
い
で
（
略
）
新
た
な
モ
ラ
ル
や
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
、
そ
の

中
で
生
き
る
個
人
の
姿
は
未
だ
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
個
人
も
、
社
会

も
、自
ら
へ
の
自
信
や
展
望
を
持
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
（「
第

１
章　

今
な
ぜ
「
教
養
」
な
の
か
」）。
国
民
と
社
会
が
迎
え
る
大
き
な
変

動
と
そ
の
悪
影
響
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
以
下
の
四
点
。
第
一
は
「
価

値
観
の
多
様
化
、
相
対
化
」
に
よ
る
「
社
会
的
な
一
体
感
」
の
弱
体
化
。

次
い
で
「
経
済
構
造
の
変
化
」
や
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
」
な
ど
に
よ

る
「
共
通
の
目
的
・
目
標
」
の
喪
失
。
三
つ
目
は
「
情
報
化
の
進
展
」
に

よ
る
「
直
接
的
な
体
験
」
の
減
少
と
「
人
間
関
係
の
希
薄
化
」。
最
後
に

「
科
学
技
術
の
著
し
い
発
展
」
に
よ
る
「
地
球
規
模
で
の
環
境
問
題
や
生

命
倫
理
に
か
か
わ
る
問
題
」
の
惹
起
が
挙
げ
ら
れ
、
加
え
て
、「
少
子
・

高
齢
化
」「
都
市
化
の
進
展
」「
産
業
構
造
・
就
業
構
造
の
大
き
な
変
化
」

と
い
っ
た
要
因
が
「
家
族
や
地
域
社
会
、
企
業
の
在
り
方
及
び
こ
れ
ら
と

個
人
と
の
関
係
」
を
大
き
く
変
化
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
の
言
及
も
な
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
て
、
答
申
は
、「
社
会
に
お
け
る
自
ら
の

生
き
方
を
主
体
的
に
選
び
取
り
、
異
な
る
生
き
方
や
価
値
観
と
の
調
和
を

図
り
な
が
ら
、
よ
り
良
い
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
」
存
在
と
な
る
た
め

に
必
要
な
「
地
球
規
模
の
視
野
、
歴
史
的
な
視
点
、
多
元
的
な
視
点
で
物

事
を
考
え
、
未
知
の
事
態
や
新
し
い
状
況
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
力
」

を
教
養
と
し
て
い
る
（「
第
２
章　

新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
教
養
と

は
何
か
」）。
こ
の
「
教
養
」
の
要
素
と
し
て
五
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
社

会
と
個
人
の
関
係
性
の
改
善
に
必
要
な
自
律
性
と
主
体
性
、
秩
序
を
作
り

出
す
力
、
他
者
を
思
う
想
像
力
を
教
養
と
す
る
総
論
的
な
⑴
と
「
科
学
技

術
の
著
し
い
発
展
や
情
報
化
の
進
展
」
に
対
応
す
る
正
確
な
理
解
力
と
判

断
力
を
「
新
し
い
時
代
の
教
養
の
基
本
的
要
素
」
と
説
く
⑶
も
看
過
し
が

た
い
も
の
だ
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
⑵
⑷
⑸

で
み
ら
れ
る
「
教
養
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

　

⑵
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
「
世
界
的
広
が
り
を
持
つ
教

養
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
、
歴
史
等
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
異
な
る
国
や
地
域
の
伝
統
や
文
化
を
理

解
し
、
互
い
に
尊
重
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
資
質
・
態
度
」
と
「
世
界
の
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人
々
と
外
国
語
で
的
確
に
意
思
疎
通
を
図
る
能
力
」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

こ
の
定
義
は
、
先
に
挙
げ
た
教
育
基
本
法
の
第
二
条
「
教
育
の
目
標
」
五

項
に
直
結
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

⑷
で
は
、
時
代
の
変
化
に
左
右
さ
れ
な
い
「
普
遍
的
な
教
養
」
が
話
題

と
さ
れ
、「
読
み
、
書
き
、
考
え
る
こ
と
は
、
教
養
を
身
に
付
け
深
め
る

た
め
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
」
が
「
そ
の
礎
と
な
る
の
が
、
国
語
の

力
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。「
す
べ
て
の
知
的
活
動
に
基
盤
」
で
あ
る
そ
の

力
を
「
初
等
教
育
の
基
軸
」
に
据
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
国

語
力
は
「
言
語
技
術
」
で
あ
る
以
上
に
「
論
理
的
思
考
力
や
表
現
力
の
根

源
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
、
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語

科
に
お
け
る
「
言
語
活
動
の
重
視
」
や
「
読
書
活
動
の
充
実
」
と
し
て
学

習
指
導
要
領
に
反
映
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

ま
た
こ
こ
で
は
「
か
つ
て
の
教
養
の
大
部
分
は
古
典
な
ど
の
読
書
を
通

じ
て
得
ら
れ
て
き
た
」
と
し
て
「
和
漢
洋
の
古
典
の
教
養
を
改
め
て
重
視

す
る
」
こ
と
の
必
要
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

⑸
で
い
わ
れ
る
「
修
養
的
教
養
」
は
「
礼
儀
・
作
法
を
は
じ
め
と
し
て

型
か
ら
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
感
覚
と
し
て
身
に
付
け
ら
れ
る
」
と

さ
れ
る
た
め
、
柔
道
・
剣
道
の
必
修
化
も
思
い
浮
か
ぶ
が
、「
生
活
文
化

や
伝
統
文
化
の
価
値
」
の
見
直
し
を
求
め
て
い
る
点
か
ら
、
答
申
の
狙
い

は
、
第
３
章
に
あ
る
「
家
庭
や
地
域
社
会
の
教
育
力
の
向
上
」
に
置
か
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
３
章
で
は
「
幼
児
期
か
ら
お
お
む
ね
12
、

13
歳
ご
ろ
ま
で
」
を
「
主
体
的
か
つ
自
律
的
に
学
び
成
長
し
て
い
く
た
め

の
「
受
容
体）

（1
（

」
と
も
い
う
べ
き
基
盤
」
を
培
う
時
期
と
し
、
そ
の
際
の
家

庭
や
地
域
の
役
割
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

家
庭
や
地
域
の
日
常
生
活
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
遊
び
や
こ
と
わ
ざ
、
昔
話
な
ど
を
教
え
た
り
、
地
域
の
伝
統
的
な

行
事
に
親
子
で
参
加
し
た
り
、
家
庭
で
年
中
行
事
を
楽
し
ん
だ
り
す

る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
生
活
習
慣
な
ど
の
「
生
活
文
化

の
か
た
ち
」
を
子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か
り
と
伝
え
、
あ
い
さ
つ
や
マ

ナ
ー
、
善
悪
の
判
断
基
準
、
基
本
的
な
社
会
道
徳
等
を
身
に
付
け
さ

せ
る
と
と
も
に
、
美
を
感
じ
る
心
や
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
、
豊

か
な
情
緒
、
宗
教
に
対
す
る
理
解
な
ど
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
「
型
」
が
「
生
活
文
化
の
か
た
ち
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
内

容
は
、
習
俗
や
な
ら
わ
し
と
い
う
言
葉
で
表
現
可
能
な
も
の
だ
と
い
え
よ

う
。
こ
う
し
た
「
か
た
ち
」
を
伝
え
る
こ
と
で
、
社
会
性
が
身
に
付
き
、

同
時
に
、
感
性
や
思
考
を
磨
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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４
「
教
養
」
は
可
能
か

　

新
し
い
時
代
の
「
教
養
」
と
し
て
、
伝
統
へ
の
理
解
と
そ
れ
を
促
す
古

典
や
「
型
」
の
重
要
性
を
説
く
こ
の
答
申
は
、
十
年
以
上
過
ぎ
た
今
で
も

一
定
の
説
得
力
を
持
つ
と
は
い
え
よ
う
。
た
だ
、
い
く
つ
か
注
意
す
べ
き

点
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
処
方
箋
と
し
て
「
外
国
語
能
力
」
と
い
う
の
は

理
解
に
難
く
な
い
。
し
か
し
「
伝
統
」
が
重
視
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
答
申
は
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
自
明
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン

ス
に
よ
れ
ば
「
伝
統
は
、
つ
ね
に
「
内
部
の
も
の
」
と
「
他
者
」
を
区
別

し
て
い
く
」
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
人
が
所
属
す
る
集
団
や
親
和
性
を
感
じ
て
い

る
も
の
ご
と
に
つ
い
て
「
伝
統
が
あ
る
」
と
口
に
す
る
と
き
、
多
く
の
場

合
、
暗
に
「
他
と
は
違
う
」
と
い
う
意
味
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
伝
統
」
へ
の
言
及
は
、
国
や
地
域
の
固
有
性
の
重
視
の
表
れ
と
し

て
読
む
こ
と
で
き
る
。
た
だ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
嵐
の
中
で

は
、「
内
部
の
も
の
」
で
は
な
い
「
他
者
」
を
想
像
的
に
と
ら
え
る
力
を

伴
わ
な
け
れ
ば
、
固
有
性
の
重
視
が
、
全
体
主
義
や
原
理
主
義
へ
の
傾
倒

を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
目
の
当
た
り
に
し
て
い

る
。「
我
が
国
」
へ
の
深
い
理
解
の
た
め
の
教
育
は
、
同
時
に
「
異
な
る

国
や
地
域
」
へ
の
理
解
へ
と
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
、
⑵
で
い
わ
れ
る
よ
う

な
答
申
の
理
念
は
実
現
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
我
が
国
」
の
古
典
を

教
材
と
す
る
国
語
科
教
育
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
心
に
留
め
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

答
申
の
中
で
は
過
去
の
教
養
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ

れ
が
古
典
の
読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
本
質

を
古
典
の
定
義
に
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
池
田
亀
鑑
は
「
あ
る
古

代
の
典
籍
が
、
古
典
と
よ
ば
れ
る
に
は
、
そ
の
典
籍
が
す
ぐ
れ
た
享
受
者

の
価
値
判
断
を
通
過
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
「
そ
う
い
う
古
典
は
、

実
は
享
受
を
越
え
て
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
」「
享
受
主
体
に

作
用
し
、
自
ら
を
価
値
判
断
の
規
準
と
し
て
提
供
す
る
に
足
る
真
価
を

も
っ
て
い
る
」
と
「
規
範
性
の
存
在
」
を
古
典
の
条
件
と
し
て
い
る）

11
（

。
池

田
の
定
義
に
従
え
ば
、「
か
つ
て
の
教
養
」
と
は
こ
の
規
範
性
を
身
に
付

け
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
「
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
立
、
豊
か
な
情
緒
や
感
性
の
涵
養
に
は
、
和
漢
洋
の
古
典
の
教

養
を
改
め
て
重
視
」
す
べ
き
と
⑷
で
答
申
が
述
べ
て
い
る
点
だ
。「
改
め

て
重
視
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
古
典
の
読
書
は
も
と
も
と
世
界
に
開
か
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
と
し
て
「
和
漢
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洋
」
と
す
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
教
養
の
た
め
の
読
書
と
は
、
元
来
そ
う

い
う
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
時
代
の
「
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
立
」
に
も
洋
の
東
西
を
越
え
た
古
典
逍
遥
は
必
要
、
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
再
び
前
掲
書
か
ら
池
田
の
こ
と
ば
を
貸
り
れ
ば
「
古

典
」
の
語
は
「
東
洋
の
古
い
書
物
に
見
え
、
規
範
と
な
す
べ
き
も
の
、
ま

た
は
そ
う
い
う
内
容
を
持
つ
古
代
の
書
籍
を
意
味
し
」「
日
本
お
い
て
も

ほ
ぼ
原
義
の
ま
ま
に
用
い
ら
れ
」
た
が
、
明
治
に
入
り
〈
ク
ラ
シ
ッ
ク
〉

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
際
し
て
、「
第
一
級
の
」
作
品
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
も
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
近
代
以
降

は
「
和
漢
」
の
「
ふ
る
こ
と
ぶ
み
」
と
限
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の

作
品
も
古
典
で
あ
り
、
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
す
る
現
在
に
あ
っ

て
は
、
国
や
地
域
を
越
え
て
古
典
が
発
見
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る）

11
（

。

　

そ
の
意
味
で
は
、
教
科
と
し
て
の
国
語
は
、
古
典
と
の
そ
う
し
た
出
会

い
方
か
ら
生
徒
を
遠
ざ
け
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
典
と

い
え
ば
古
文
と
漢
文
（
中
国
文
学
を
意
味
し
な
い
）
の
み
を
指
し
示
し
、

し
か
も
、
一
方
通
行
で
の
知
識
の
詰
め
込
み
に
終
始
す
る
授
業
を
通
過
し

た
者
が
、
広
く
古
典
に
当
た
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の
ヒ
ン
ト
を

見
出
そ
う
と
い
う
気
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、

既
に
み
た
よ
う
に
、
古
典
の
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
革
を

迫
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
典
へ
の
誤
解
を
解
く
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま

り
積
極
的
で
は
な
い
よ
う
だ
。「
国
語
総
合
」
に
「
言
語
文
化
の
特
質
や

我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
気
付
き
、
伝
統
的
な

言
語
文
化
へ
の
興
味
・
関
心
を
広
げ
る
こ
と）

11
（

」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
、
他

国
の
古
典
の
教
材
化
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
の
、
同
じ
高
等
学
校
の

「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
に
は
「
我
が
国
の
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化

と
中
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と）

11
（

」
と
あ
り
、

「
外
国
」
は
「
中
国
」
に
限
定
さ
れ
、
中
学
校
国
語
の
「
伝
統
的
な
言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
で
は
「
外
国
」
に
関
す
る
記
述
が

な
い
。
小
学
校
第
1
・
2
学
年
で
は
、
神
話
や
伝
承
、
昔
話
を
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
の
領
域
で
取
り
上
げ
る
よ
う
学
習
指
導
要
領
は
求
め
て
お

り
、
他
国
・
他
地
域
の
神
話
や
昔
話
を
教
材
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
先
に
示
し
た
文
部
科
学
省
が
挙
げ
る
言
語
活
動
の
具
体
例
に
は
そ
う

し
た
取
り
組
み
に
呼
応
す
る
授
業
（
中
学
一
年
「
昔
話
の
ル
ー
ツ
を
紹
介

し
よ
う
」）
も
あ
る
が
、
扱
う
古
文
・
漢
文
が
高
度
に
な
る
に
し
た
が
っ

て
、
国
語
の
古
典
の
領
域
は
「
和
漢
」
に
集
約
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た

現
状
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
古
文
・
漢
文
を
教
材
と
し
た
授
業
に
お
い
て
、
古

典
の
多
様
性
の
発
見
へ
と
誘
う
仕
掛
け
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
先
に
触
れ
た
「
国
語
総
合
」
で
の
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
を
視
聴

す
る
授
業
で
は
、
そ
れ
を
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
に
つ
な
げ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
名
を
借
り
自
作
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
名
づ
け
た
と
作
者
が
認
め
る
パ
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イ
エ
ケ
ス
の
姫
君
が
活
躍
す
る
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
」
を
も
探
求
の
射
程
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
青
き

衣
を
着
た
姫
に
導
か
れ
、
東
西
を
越
境
し
て
金
色
に
輝
く
「
古
典
」
と
い

う
広
大
な
野
原
に
降
り
立
つ
こ
と
に
は
な
る
は
ず
で
あ
る）

11
（

。

　
「
礼
儀
・
作
法
」
の
よ
う
な
「
生
活
文
化
の
か
た
ち
」
に
触
れ
、
習
慣

と
な
る
ほ
ど
繰
り
返
す
と
い
う
の
は
、「
生
活
文
化
」
を
形
成
し
た
時
間

の
連
な
り
へ
と
身
体
を
開
い
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
確
か
に
、「
か
た

ち
」
が
身
に
付
い
た
と
き
、
見
え
て
く
る
世
界
は
以
前
と
は
異
な
る
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
方
で
、
存
在
が
な
ら
わ
し
の
内
部

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
内
面
化
さ
れ
る

「
受
容
体
（
レ
セ
プ
タ
ー
）」
は
、
な
ら
わ
し
に
従
っ
た
「
選
択
」
を
行
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
レ
セ
プ
タ
ー
を
通
し
て
行
わ
れ
る
学
び
は

「
主
体
的
か
つ
自
律
的
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
な
ら
わ
し
に
内

在
す
る
規
範
や
価
値
が
正
し
い
と
し
て
も
、
受
容
体
自
体
を
問
う
こ
と
な

く
し
て
は
、「
選
択
」
は
主
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
に
律
せ
ら
れ
た

結
果
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
い
っ
た
ん
身
に
付
い
て
感
覚
と
な
っ
た
受

容
体
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
体
罰
が
指
導
の
名
に
値
し

な
い
の
は
、
伝
え
よ
う
す
る
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
く
と
も
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
主
体
的
選
択
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら

だ
が
、
答
申
が
⑸
で
強
調
す
る
「
修
養
的
教
養
」
も
身
体
の
教
育
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
大
き
な
危
険
を
孕
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
問
題
を
克
服
し
な
い
こ
と
に
は
、「
修
養
的
教
養
」
に

よ
っ
て
、
我
々
の
身
体
は
過
去
に
の
み
開
か
れ
、
伝
統
文
化
や
生
活
文
化

は
因
習
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
取
扱
い
の
難
し
い
「
型
」
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
伝
統
芸
能
に
学
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
以
前
、
別
稿
で
も
触
れ

た
よ
う
に
、
歌
舞
伎
の
役
者
や
能
の
演
者
に
と
っ
て
「
型
」
は
先
達
の
実

践
と
研
究
の
痕
跡
で
あ
り
、「
型
」
を
演
ず
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
痕
跡

を
慕
い
、
問
い
か
け
、
格
闘
し
て
得
た
答
え
を
、
己
が
身
体
を
通
じ
て
、

観
客
に
提
示
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い）

11
（

。「
型
」
の
受
容
と
は
、
身
体
を

以
て
行
わ
れ
る
「
型
」
と
の
対
話
、「
型
」
に
対
す
る
批
評
的
な
探
求
を

意
味
す
る
。
問
い
続
け
な
が
ら
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
型
」
は
伝

承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。「
生
活
文
化
の
か
た
ち
」
へ
と
子
ど
も
た
ち

を
誘
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
か
た
ち
」
を
問
う
こ
と
を
も
促
す
必
要
が

あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
大
人
た
ち
は
「
伝
統
文

化
」
や
「
生
活
文
化
」
の
内
実
を
問
い
見
極
め
、
そ
の
「
価
値
を
改
め
て

見
直
す
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る）

11
（

。
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５　

ポ
ス
ト
「
教
養
」
へ
の
架
橋

　

と
こ
ろ
で
、
答
申
の
い
う
「
教
養
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
」
の
喪
失）

11
（

と

は
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「
個
人
化
」
す
な

わ
ち
「
一
人
ひ
と
り
が
み
ず
か
ら
の
生
活
歴
を
自
分
で
創
作
し
、
上
演

し
、
補
修
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
状
態
を
意
味
す
る
だ
ろ
う）

11
（

。

な
ら
わ
し
が
支
配
す
る
世
界
に
あ
っ
て
は
、
人
は
選
択
に
迷
う
必
要
は
な

い
。
判
断
は
伝
統
に
従
え
ば
よ
い
。
近
代
化
は
、
な
ら
わ
し
を
蹂
躙
し
た

が
、
正
し
い
判
断
を
行
う
主
体
的
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
識
人
を
想
定

し
え
た
。
し
か
も
「
知
識
人
と
し
て
の
教
養
の
脈
絡
あ
る
リ
ス
ト
」
さ
え

あ
っ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
教
養
の
再
定
義
を
行
う
こ
と
で
こ
の
「
個
人
化
」
に

対
処
し
よ
う
と
す
る
答
申
の
方
法
は
、
一
見
ま
っ
と
う
に
思
え
る
の
だ

が
、「
個
人
化
」
の
本
質
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
答
申
に
も
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
」
と
は
、「
自
分
た
ち
の

局
所
的
活
動
が
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
ず
る
出
来
事
や
行
為
作
用
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
り
、
時
と
し
て
規
定
す
ら
さ
れ
て
い
く
」
よ
う
な
世

界
の
招
来
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
特
定
の
衣
料
な
り
食
料
品
を
購
入
し
よ

う
と
す
る
私
の
決
心
は
、
地
球
規
模
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
外
の
意
味
を
と

も
な
っ
て
（
略
）
地
球
の
向
こ
う
側
の
誰
か
の
生
計
に
た
ん
に
影
響
を
も

た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
決
心
自
体
、
人
類
全
体
に
潜
在
的
な
影
響
を

及
ぼ
し
う
る
生
態
系
悪
化
の
誘
因
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
の
で
あ
る）

11
（

。

重
要
な
の
は
、
個
人
の
意
思
決
定
が
地
球
規
模
の
影
響
を
及
ぼ
す
「
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
主
体
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
リ
ス
ク
を
考
慮
に
入
れ
て
、
私
は
選
択
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
世
界
は
確
か
に
小
さ
く
な
っ
た
が
、
単

純
化
や
一
元
化
で
は
な
く
、
複
雑
化
し
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
こ
の
複
雑

性
に
育
ま
れ
、
人
は
「
個
人
化
」
し
た
の
だ
。
複
雑
化
し
た
世
界
に
対
応

し
よ
う
す
れ
ば
、
学
問
と
て
「
専
門
化
、
細
分
化
」
は
避
け
ら
れ
ず
、
学

問
に
即
し
た
選
択
に
も
リ
ス
ク
は
つ
い
て
回
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、「
確
信
で
き
る
も
の
を
欠
い
た
状
態
の
な
か

で
、
自
己
と
他
者
に
た
い
す
る
新
た
な
確
実
性
を
見
い
だ
し
、
創
造
す
る

こ
と
」
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
「
個
人
化
」
に
対
し
て
、「
確
信
で
き
る
も
の
」
の
再
構
築
が

「
確
実
性
」
の
獲
得
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
の
は
短
絡
的
に
す
ぎ
る
。
そ

う
し
た
試
み
が
生
む
の
は
「「
わ
れ
わ
れ
感
情
」
と
い
う
呪
文
や
、
外
国

人
と
の
関
係
断
絶
、
家
族
や
連
帯
感
を
重
要
視
し
過
ぎ
る
傾
向）

11
（

」
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
他
者
の
存
在
を
認
め
ず
排
除
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
他
者

の
他
者
性
を
無
視
し
て
暴
力
的
に
自
己
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な

い
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、
教
育
基
本
法
の
改
正
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
た
答

申
が
危
惧
し
た
事
態
で
は
な
い
か
。「
確
信
」
の
喪
失
と
他
者
と
出
会
い
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は
、
同
じ
出
来
事
の
裏
表
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
未
知
な
る
存
在

と
し
て
の
他
者
に
出
逢
う
の
は
、
私
が
「
確
信
で
き
る
も
の
」
を
失
っ
た

か
ら
な
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
他
者
は
初
め
か
ら
実
在
し
て
い
る
。

た
だ
、
世
界
を
確
信
の
下
に
分
節
化
す
る
視
線
は
、
本
質
的
に
新
し
い
も

の
を
、
語
り
得
ぬ
透
明
な
存
在
と
し
て
見
過
ご
す
の
で
あ
る
。「
か
も
し

れ
な
い
」
と
い
う
リ
ス
ク
を
受
け
入
れ
、「
個
人
化
」
を
生
き
よ
う
と
し

た
と
き
、
他
者
が
他
者
性
を
保
っ
た
ま
ま
存
在
し
始
め
る
。
し
か
も
そ
の

他
者
は
、
観
察
や
考
察
の
対
象
で
は
あ
り
え
ず
、
既
に
相
互
依
存
的
な
か

か
わ
り
に
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
間
に

「
確
実
性
」
を
構
築
す
る
に
は
、
ま
ず
、
他
者
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ

た
私
を
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
グ
ロ
テ
ス
ク

で
あ
っ
て
も
、
他
者
に
と
っ
て
、
私
は
そ
う
い
う
姿
で
現
前
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
な
に
が
し
か
の
真
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
を
育
ん
だ
「
母

胎
」
の
影
響
の
下
で
は
可
視
化
さ
れ
に
く
い
そ
の
真
実
を
受
け
止
め
る
こ

と
は
、
自
身
の
「
伝
統
・
文
化
」
の
相
対
化
を
促
し
、
他
者
へ
の
架
橋
を

築
く
契
機
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
を
、
自
身
に
対
す
る
批
評
的
な
存

在
と
し
て
、
互
い
に
受
け
入
れ
合
う
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
公
平
で
安
全

な
平
和
的
な
往
還
の
可
能
性
が
初
め
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
複
雑
化
し
た
世
界
で
「
生
き
る
力
」
を
育
む
古
典
教
育
は
、
自
身

と
そ
の
母
胎
と
を
問
い
、
他
者
と
と
も
に
生
き
う
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

世
界
を
開
く
、
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
構

想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

６　

古
典
教
育
の
可
能
性

　

池
田
亀
鑑
は
「
古
典
を
う
け
つ
ぐ
人
々
の
態
度
に
は
、
明
ら
か
に
二
つ

の
著
し
い
傾
向
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る）

11
（

。「
そ
の
一
は
、
古
典
の
本
来

の
す
が
た
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法
を
つ
く
し
て
追

求
し
、
喪
わ
れ
か
け
て
い
る
原
本
的
性
格
を
と
り
か
え
そ
う
と
す
る
も

の
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
古
典
に
存
す
る
教
育
的
性
格
を
重
視
」
し

て
「
古
典
か
ら
何
か
を
学
び
と
ろ
う
と
」
す
る
態
度
で
あ
る
。
池
田
は
後

者
を
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
」
に
代
表
さ
せ
、「
古
典
に
対
し
て
驚
異

し
、
同
感
し
、
そ
れ
を
彼
ら
の
生
活
の
規
準
に
し
よ
う
と
し
た
」
そ
の
姿

勢
を
「
古
代
へ
の
単
な
る
復
帰
で
は
な
く
、
古
代
に
近
代
の
価
値
を
創
造

し
よ
う
と
」
す
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
。
古
典
に
規
範
性
を
認
め
る
池
田

が
こ
う
述
べ
る
の
は
「
古
代
は
彼
ら
の
享
受
に
よ
っ
て
生
き
か
え
り
、
高

い
教
養
の
目
標
と
さ
れ
た
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
ル
ネ

サ
ン
ス
の
精
神
」
に
、
発
見
す
る
知
性
の
働
き
を
見
て
、
池
田
は
そ
れ
を

古
典
の
学
び
の
在
る
べ
き
姿
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
受
容
を

「
芸
術
の
領
域
に
あ
る
」「
新
し
い
価
値
の
創
造
」
と
し
、「
そ
う
い
う
享
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受
の
方
法
に
と
っ
て
の
み
、
古
典
の
存
在
理
由
は
あ
る
」
と
述
べ
る
一
方

で
、
そ
こ
に
「
主
観
の
優
位
性
を
認
め
す
ぎ
、
客
観
的
、
科
学
的
性
格
に

稀
薄
」
と
な
る
危
険
を
認
め
、
池
田
は
「
学
問
の
領
域
に
あ
る
」「
原
本

的
性
格
へ
の
復
帰
」
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。「
長
い
年
代
に
わ
た
る
す

ぐ
れ
た
享
受
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
価
値
を
附
与
さ
れ
」
な
が
ら
「
あ

ら
ゆ
る
偶
然
的
、
特
殊
的
、
孤
立
的
な
評
価
を
克
服
し
て
太
い
一
線
を
画

し
う
る
評
価
の
系
譜
」
を
得
た
「
歴
史
の
批
判
に
堪
え
て
、
永
久
に
輝
く

典
籍
」
の
み
が
古
典
の
名
に
値
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ

う
。
た
だ
、
古
典
の
永
遠
性
に
関
し
て
は
少
し
注
意
が
必
要
か
も
し
れ
な

い
。
西
郷
信
綱
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
古
典
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
同
時
代

の
た
め
に
作
ら
れ
同
時
代
に
対
し
て
働
き
か
け
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
の

み
幾
時
代
を
も
踏
破
す
る
力
を
も
つ
に
至
っ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

に
「
時
代
ご
と
に
読
み
か
え
ら
れ
て
行
く
」
の
は
「
人
間
的
本
性

0

0

を
そ
れ

が
表
現
し
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
よ
り
、
古
典
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
や

次
元
の
経
験
を
組
織
し
、
多
元
の
音
階
を
蔵
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
ろ

う）
11
（

。
古
典
は
、
時
代
を
越
え
て
「
確
信
で
き
る
も
の
」
を
内
在
さ
せ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
新
た
な
発
見
へ
と
享
受
者
を
誘

う
力
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
も
享
受
し
よ
う
と
す
る
者

に
と
っ
て
他
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
か
ら
古
典
に
は
永
遠
性
が
認
め
ら
れ

る
の
だ
。
古
典
は
「
自
分
の
顔
を
写
し
出
し
そ
れ
に
見
と
れ
る
」「
自
己

同
一
的
な
く
り
か
え
し
」
を
許
容
し
て
し
ま
い
も
す
る
が
、
一
方
で
「
馴

れ
親
し
ん
で
い
た
作
品
が
、
あ
る
日
、
突
如
と
、
目
つ
ぶ
し
で
も
く
ら
っ

た
よ
う
に
わ
か
ら
な
く
な
り
、
異
様
な
も
の
に
見
え
て
く
る
と
い
っ
た
状

態
に
見
舞
わ
れ
る
」
と
西
郷
は
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
そ
の
異
様
な

わ
か
ら
な
さ
に
驚
歎
す
る
」
こ
と
が
「
自
己
同
一
の
世
界
」
に
裂
け
目
を

入
れ
る
契
機
と
な
る
と
説
く
。
西
郷
は
こ
れ
を
「
真
の
批
評
や
学
問
」
の

始
ま
り
と
す
る
が
、「
分
析
的
享
受
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
古
典
へ
の

こ
の
近
接
は
、
古
典
の
他
者
性
を
引
き
受
け
つ
つ
問
い
続
け
る
と
い
う
対

話
の
継
続
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。「
分
析
的
享
受
」
は
「
問
題
意
識
に

よ
っ
て
過
去
を
現
代
に
拉
し
来
る
よ
う
な
読
み
か
た
」
を
も
た
ら
す
と
さ

れ
る
が
、
そ
の
読
み
方
は
、「
型
」
に
よ
っ
て
過
去
へ
導
か
れ
た
身
体

を
、
現
在
の
観
客
に
開
示
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
究
め
ら
れ
た
過
去

に
よ
っ
て
現
在
を
照
ら
し
出
す
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
現
在
性
こ
そ

が
、
古
典
に
内
在
し
て
い
る
古
典
た
る
条
件
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。

古い
に
し
へを

稽か
む
がへ

て
風を

し
へ猷

を
既す

で

に
頽お

と
ろへ

た
る
に
縄た

だ

し
た
ま
ひ
、
今
を
照て

ら

し

て
典の

教り

を
絶た

え
む
と
欲す

す
る
に
補お

き
ぬひ

た
ま
は
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し

 

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記）

11
（

』）
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『
新
編
古
典
日
本
文
学
全
集
』
に
よ
れ
ば
「
代
々
の
天
皇
た
ち
が
理
想

的
な
秩
序
を
保
ち
続
け
て
き
た
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
こ
の
部
分
に
、
武

田
祐
吉
は
注
目
す
る）

11
（

。「
風を

し
へ猷

」
や
「
典の

教り

」
を
正
す
、「
古
を
稽
へ
」

「
今
を
照
」
す
と
い
う
方
法
、「
稽
古
照
今
」
に
武
田
は
「
古
人
の
歴
史
に

対
す
る
大
思
想
の
あ
ら
わ
れ
」
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。「
稽
古
は
、
古

道
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
古
を
考
う
る
ゆ
え
ん
は
」「
こ
れ
を

も
っ
て
今
を
照
ら
し
て
風
教
に
益
あ
ら
し
め
る
」。
す
な
わ
ち
「
歴
史

は
、
過
去
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
代
を
指
導
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
」
が
「
古
事
記
」
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
武
田
は
考

え
る
。
し
か
も
、「
稽
古
」
は
漢
籍
に
見
ら
れ
、「
温
故
知
新
」
な
ど
似
た

意
味
の
格
言
も
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
照
は
光
に
よ
っ
て
明
る
く
す
る
意

味
で
あ
り
、
こ
こ
に
現
代
を
指
導
す
る
意
味
」
が
見
出
せ
る
「
照
今
」

は
、
漢
籍
に
「
出
典
の
な
い
文
字
で
、
特
に
こ
こ
に
作
ら
れ
た
字
面
と
な

す
べ
き
」
と
述
べ
、
そ
こ
に
「
古
事
記
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
考
え
が
見
ら

れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
只
漢
人
の
常
に
い
ふ
な
る
趣
を
、
文
の

か
ざ
り
に
書
る
の
み
な
り
」
と
こ
の
部
分
を
「
漢
意
」
に
よ
る
浅
薄
な
修

辞
と
見
る
本
居
宣
長
と
は
対
照
的
な
見
解
で
あ
る）

11
（

。
西
郷
信
綱
は
、
宣
長

を
支
持
し
て
「
美
辞
麗
句
の
挨
拶
」
だ
と
し
、
武
田
と
同
じ
く
こ
の
箇
所

を
重
視
す
る
山
田
孝
雄
を
批
判
し
て
「
こ
の
序
を
九
天
高
く
持
ち
上
げ

「
日
本
の
政
治
の
要
綱
」
こ
こ
に
あ
り
と
す
る
の
は
偽
造
さ
れ
た
読
み

と
」
断
じ
て
い
る）

11
（

。
同
様
に
、
直
後
に
あ
る
「
国
体
」
へ
の
言
及
を
根
拠

と
し
て
武
田
の
説
を
退
け
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
だ
が
、
武
田
の
真
意
は

あ
く
ま
で
「
今
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
」
に
あ
る
の
だ
と
、
青
木
周
平
は

強
調
す
る
。
青
木
は
武
田
の
「
古
事
記
」
講
義
ノ
ー
ト
に
あ
る
言
葉
を
引

い
て
、「
古
典
研
究
に
と
っ
て
今
が
大
事
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
太
古
史
と

し
て
の
意
識
」、「
過
去
表
現
の
言
語
」
で
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
今
と
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
考
え
が
、
最
後
に
「
今
と
の

比
較
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
」
見
え
る
の
だ
と
述
べ
る）

1（
（

。
青
木
の
見
解
に
従

え
ば
、「
古
事
記
」
と
い
う
日
本
最
古
の
古
典
に
、
伝
承
さ
れ
る
過
去
と

の
あ
る
べ
き
付
き
合
い
方
を
見
い
だ
し
、
武
田
は
そ
れ
を
自
ら
の
教
育
研

究
の
基
盤
に
据
え
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
照

今
」
は
、
古
代
日
本
の
独
自
性
を
証
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
よ
り

も
、「
古
事
記
」
が
時
代
の
切
実
な
要
請
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、

「
今
」
の
た
め
の
、
過
去
を
編
み
上
げ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
こ
と
を

的
確
に
示
す
こ
と
ば
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
と
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
時
代
の
困
難
さ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
「
古
事
記
」

の
批
評
性
を
、「
照
今
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る
こ
と

が
、
青
木
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
武
田
の
姿
勢
に
は
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。
古
典
は
そ
こ
に
内
在
す
る
現
実
へ
の
批
評
性
ゆ
え
、
常
に
新
し
く
、

時
代
を
越
え
て
人
を
誘
う
。
そ
の
批
評
性
は
、
世
界
の
新
た
な
相
へ
の
予
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感
や
発
見
と
し
て
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
そ
の
成
立
以
降
、
人
々
の
季
節
や
事
物
の

捉
え
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
春
に
は
ウ
グ
イ
ス
や

桜
を
待
ち
、
鳴
き
始
め
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
に
夏
の
到
来
を
感
じ
、

秋
に
は
紅
葉
を
め
で
る
─
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
の
よ
う

な
感
受
性
の
型
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
以
降
に
広
ま
り
、
長

く
私
た
ち
日
本
人
の
心
に
定
着
し
て
き
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
型
に
収
ま
り
き
れ
な
い
感
受
性
を
持
ち
、

型
を
押
し
広
げ
て
よ
り
自
由
な
表
現
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
者
が
常

に
存
在
し
ま
し
た
。
そ
の
一
人
が
清
少
納
言
で
す
。
こ
の
よ
う
な
表

現
者
の
試
み
に
よ
っ
て
、
文
学
は
、
新
し
い
表
現
方
法
を
発
見
し
、

表
現
対
象
を
拡
大
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
触
れ
て
い
る
現

代
文
学
の
優
れ
た
表
現
も
、
長
い
時
の
中
で
の
こ
う
し
た
試
み
、
発

見
、
拡
大
を
通
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

 

（『
中
学
校
国
語
３
』
学
校
図
書
）

　

こ
の
文
章
の
後
に
、
枕
草
子
が
置
か
れ
る）

11
（

。
古
典
へ
の
こ
の
的
確
な
批

評
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
季
節
や
日
常
の
出
来
事
に
新
た
な
容
貌
を
見
い

だ
す
古
代
の
感
性
に
「
親
し
む
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
お
の
ず
と
世
界
は

変
わ
っ
て
見
え
る
に
違
い
な
い
。
古
典
教
育
の
可
能
性
の
中
心
は
そ
こ
に

存
在
す
る
。

　　
註（1

）
現
行
の
学
習
指
導
要
領
は
、
中
学
校
が
幼
稚
園
・
小
学
校
と
と
も
に
２
０
０
８

（
Ｈ
20
），３
，28
に
、
高
等
学
校
が
２
０
０
９
（
Ｈ
21
），３
，9
に
全
面
改
訂
さ
れ

た
。

（
2
）「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要

領
の
改
善
に
つ
い
て
」（
２
０
０
８
（
Ｈ
20
），1
，17
）。「
８
各
教
科
・
科
目
等
の

内
容
」
の
「
⑵
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
」
の
「
①
国
語
」
の
「（
ⅰ
）

改
善
の
基
本
方
針
」
の
一
つ
目
の
項
目
。
以
下
、
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
は
、

文
化
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
審
議
会
別
諮
問
・
答
申
等
一
覧
（w

w
w

.m
ext.

go.jp/b_m
enu/shingi/toushin.htm

）」
の
「
中
央
教
育
審
議
会
」
に
拠
っ
た
。

（
3
）「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
国
語
、「
第
３
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」

の
３
の
⑸
。

（
4
）「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
国
語
、
第
２
款
の
第
１
国
語
総
合
の
「
３
内
容
の

取
扱
い
」
の
⑹
の
イ
。

（
5　

中
学
校
国
語
の
教
科
書
で
は
、
こ
の
学
習
指
導
要
領
に
依
拠
し
た
形
で
、
古
典
教

材
に
訳
文
を
付
し
も
の
が
増
え
て
い
る
。
定
番
教
材
の
一
つ
、「
徒
然
草
」
52

段
、
通
称
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
を
例
に
と
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
教
育
出

版
、
三
省
堂
、
東
京
書
籍
、
光
村
図
書
の
四
社
が
い
ず
れ
も
二
年
の
教
科
書
に
採

用
す
る
が
、
そ
の
う
ち
三
社
が
全
訳
を
掲
載
、
残
る
一
社
（
光
村
図
書
）
も
部
分

訳
を
つ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
材
を
有
効
に
使
う
に
は
、
授
業
者
は
よ
り
深

く
、
テ
キ
ス
ト
の
世
界
へ
と
分
け
入
る
必
要
が
あ
る
（
拙
論
「
教
室
を
古
典
の
教

授
の
場
と
す
る
た
め
に
─
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」（
徒
然
草
52
段
）
を
手
掛
か
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り
に
─
」「
國
學
院
大
學
教
育
学
研
究
室
紀
要
第
48
号
」、
２
０
１
３
（
Ｈ
26
），

2
）。

（
6
）「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
国
語
、「
第
３
款
各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作

成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
２
の
⑴

（
7
）
注
２
「（
ⅰ
）
改
善
の
基
本
方
針
」
の
三
つ
目
の
項
目
。

（
8
）
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、「
先
生
応
援
ペ
ー
ジ
（
指
導
資
料
・
学
校
評
価

等
）」、「
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
」 （（w

w
w

.m
ext.go.jp/a_

m
enu/syotou/new

-cs/senseiouen/1300990.htm

）

　
　

 

な
お
、
中
学
二
年
で
は
古
典
教
材
を
用
い
た
活
動
例
で
は
な
く
、「
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
「
事
項
」
の
う
ち
「
ウ
漢
字
に
関
す
る
事
項
」

に
中
心
が
置
か
れ
た
「
こ
れ
で
納
得
！
私
た
ち
が
身
に
付
け
る
べ
き
常
用
漢
字
～

漢
字
を
読
む
、
書
く
～
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
８
の
中
学
二
年
生
の
活
動
例
も
同
様
で
あ
る
。

（
10
）
学
習
指
導
案
に
は
「「
落
窪
物
語
」
は
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
元
に
な
っ
た
話
で
は

な
い
が
、
地
域
を
越
え
て
似
た
話
が
あ
る
こ
と
に
興
味
を
も
た
せ
た
い
と
考
え
、

関
連
す
る
「
古
典
」
と
し
て
示
し
た
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
阿
部
昇
は
「「
言
語
活
動
」
の
も
つ
位
置
や
意
義
が
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
（
略
）「
感
想
を
交
流
」「
推
薦
の
文
章
を
書
く
」
こ
と
自
体
が
自
己
目

的
化
」
し
た
授
業
例
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
現
場
教
師
か
ら
は
「
言
語
活
動
」
に
重

き
を
置
こ
う
と
す
る
と
ど
う
し
て
も
教
材
の
読
み
が
「
お
ざ
な
り
に
な
っ
て
し
ま

う
」
と
い
う
声
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（「「
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
」
は

「
活
動
主
義
」
を
導
き
出
す
可
能
性
を
持
つ
」（『
授
業
で
子
ど
も
に
必
ず
身
に
つ

け
さ
せ
た
い
「
国
語
の
力
」』
科
学
的
『
読
み
』
の
授
業
研
究
会
編
、
学
文
社
、

２
０
１
４
（
Ｈ
26
），8
）。

（
12
）
文
部
科
学
省
の
小
原
俊
は
「
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
「
1
目
標
」
と
「
2
内

容
」
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
」
に
お
い
て
「
教
師
が
自
ら
開
発
し
た
教

材
を
中
心
に
据
え
た
単
元
を
構
想
し
、
検
定
済
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
教
材

を
関
連
教
材
、
あ
る
い
は
資
料
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
も
可
能
だ
と
し
て
い
る

（「
国
語
科
教
育
に
お
け
る
教
科
書
の
位
置
と
取
り
扱
い
」（『
月
刊
国
語
教
育
研
究

№
５
０
１
』（
日
本
国
語
教
育
学
会
編
、
２
０
１
４
（
Ｈ
26
），1
）
所
収
）。

（
13
）
こ
う
し
た
現
状
を
鑑
み
た
と
き
、
今
日
の
国
語
科
教
員
の
養
成
（
及
び
現
場
教
員

に
対
す
る
研
修
）
に
お
い
て
は
、
古
典
教
育
の
文
学
教
育
と
し
て
の
側
面
を
欠
く

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
14
）「
学
校
教
育
法
」
で
は
、
第
二
十
一
条
［
教
育
の
目
標
］
の
三
と
し
て
以
下
の
条

文
が
あ
る
。

　
　

 

「
我
が
国
と
郷
土
の
現
状
と
歴
史
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
を
導
き
、
伝
統
と
文

化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
態
度
を
養

う
と
と
も
に
、
進
ん
で
外
国
の
文
化
の
理
解
を
通
じ
て
、
他
国
を
尊
重
し
、
国
際

社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
。」

（
15
）
２
０
０
３
（
Ｈ
15
）
年
3
月
20
日
答
申
。
第
二
章
の
１
の
５
。

（
16
）
注
15
「
答
申
」、
第
二
章
の
「
２
具
体
的
な
改
正
の
方
向
」
の
「
⑴
前
文
お
よ
び

教
育
の
基
本
理
念
」。

（
17
）
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
解
説
」
で
は
、
中
学
校
・
高
等

学
校
い
ず
れ
も
、「
改
訂
の
経
緯
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

「
21
世
紀
は
、
新
し
い
知
識
・
情
報
・
技
術
が
政
治
・
経
済
・
文
化
を
は
じ
め
社

会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
活
動
の
基
盤
と
し
て
飛
躍
的
に
重
要
性
を
増
す
、
い
わ

ゆ
る
「
知
識
基
盤
社
会
」
の
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識

基
盤
社
会
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ど
知
識
そ
の
も
の
や
人
材
を

め
ぐ
る
国
際
競
争
を
加
速
さ
せ
る
一
方
で
、
異
な
る
文
化
や
文
明
と
の
共
存
や
国

際
協
力
の
必
要
性
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。」

（
18
）
こ
れ
ら
は
「
第
３
章
ど
の
よ
う
に
教
養
を
培
っ
て
い
く
の
か
」
の
中
で
「
具
体
的

な
方
策
」
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）
こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
、「
答
申
」
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
　

 

「
細
胞
に
存
在
し
、
細
胞
外
の
物
質
や
光
な
ど
を
選
択
的
に
受
容
す
る
物
質
の
総

称
。
レ
セ
プ
タ
ー
と
も
い
う
」

（
20
） 「
第
三
章　

ど
の
よ
う
に
教
養
を
培
っ
て
い
く
の
か
」・「
第
一
節　

幼
・
少
年
期
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に
お
け
る
教
養
教
育
」。
こ
こ
か
ら
こ
の
答
申
を
、
教
育
基
本
法
で
新
た
に
「
家

庭
教
育
」（
第
十
条
）
が
規
定
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

（
21
）「
ポ
ス
ト
伝
統
社
会
に
生
き
る
こ
と
」（『
再
帰
的
近
代
化
』（
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ

ク
＋
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ス
＋
ス
コ
ッ
ト
・
ラ
ッ
シ
ュ
著
、
松
尾
精
文
＋
小
幡

正
敏
＋
叶
堂
隆
三
訳
、
而
立
書
房
、
１
９
９
７
（
Ｈ
9
），7
）
所
収
）。

（
22
）『
古
典
学
入
門
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
１
９
９
１
（
Ｈ
3
），5
）。〔
編
集
付

記
〕
に
は
「
本
書
の
底
本
に
は
『
古
典
の
読
み
方
』（
学
生
教
養
新
書
、
一
九
五

二
年
、
至
文
堂
刊
）
を
使
用
し
、
表
題
を
『
古
典
学
入
門
』
と
改
め
た
」
と
あ
る
。

（
23
）
浜
本
純
逸
は
「
私
た
ち
は
、「
虛
」
の
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
・

社
会
・
自
己
の
真
実
な
も
の
を
認
識
し
、
生
を
豊
か
に
し
て
き
た
。
各
民
族
や
各

国
民
の
「
虛
」
に
よ
る
世
界
認
識
の
総
体
が
「
世
界
文
学
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で

時
間
の
洗
礼
を
受
け
て
、
た
え
ず
人
々
の
心
に
再
生
産
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
が

古
典
で
あ
る
」
と
の
認
識
か
ら
「「
共
通
教
養
と
し
て
の
古
典
」
と
い
う
枠
組
み

と
は
別
に
、
新
た
に
、「
世
界
認
識
の
履
歴
を
学
ぶ
古
典
」
と
い
う
枠
組
み
」
の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
（「
世
界
認
識
の
履
歴
を
学
ぶ
古
典
学
習
」（『
浜
本
純
逸

先
生
退
任
記
念
論
文
集　

国
語
教
育
を
国
際
社
会
へ
ひ
ら
く
』（
記
念
論
文
集
編

集
員
会
編
、
渓
水
社
、
２
０
０
８
（
Ｈ
20
）
年
、
３
）
所
収
）。

（
24
）
第
二
款
の
「
第
１
国
語
総
合
」
の
２
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
〕
の
⑴
の
ア
の
（
ア
）。

（
25
）
第
二
款
の
「
第
５
古
典
Ａ
」
の
２
の
⑴
の
ウ
、「
第
６
古
典
Ｂ
」
の
２
の
⑴
の
オ
。

（
26
）
探
求
型
の
学
習
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
こ
と
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
検
索
を
行
う

だ
け
で
、
ナ
ウ
シ
カ
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
二
つ
の
古
典
を
横
断
す
る
形
で
構

想
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
27
）
拙
論
「
対
話
と
し
て
の
古
典
教
育
」（「
國
學
院
大
學
教
育
学
研
究
室
紀
要
第
46

号
」、
２
０
１
２
（
Ｈ
24
），2
）

（
28
）
芝
三
光
が
提
唱
し
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
称
さ
れ
る
怪
し
げ
な
伝
承
を
そ
の
ま
ま

教
育
の
方
便
と
し
て
用
い
る
よ
う
で
は
見
直
し
な
ど
お
ぼ
つ
か
な
い
。

　
　

 

「「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
も
と
も
と
、
明
治
以
降
の
誤
っ
た
日
本
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
芝
の
反
骨
の
産
物
だ
っ
た
。

　
　

 

と
こ
ろ
が
、「
江
戸
」
を
理
想
化
し
、
過
去
へ
の
回
帰
を
求
め
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

は
、
結
果
と
し
て
過
去
の
日
本
を
賛
美
す
る
勢
力
に
と
っ
て
も
利
用
価
値
を
持
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。」（
原
田
実
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体　

教
育
を
蝕
む
偽
り

の
伝
統
（
星
海
社
新
書
52
）』、
講
談
社
、
２
０
１
４
（
Ｈ
26
），8
）

（
29
）「
哲
学
を
諸
学
の
基
礎
と
す
る
よ
う
な
学
問
の
体
系
性
が
失
わ
れ
、
学
問
の
専
門

化
、
細
分
化
が
進
む
中
で
、
教
養
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
と
い
う
べ
き
も
の
が
失

わ
れ
て
き
た
」（「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の

「
は
じ
め
に
」）

（
30
）「
政
治
の
再
創
造
」（
注
21
前
掲
書
所
収
）

（
31
）「
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
学
問
の
体
系
の
基
礎
を
成
す
哲
学
や
思
想
、
科
学
、
文
学

や
芸
術
の
古
典
を
は
じ
め
、
教
養
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
た
書
物
の
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
」（
注
31
に
同
じ
）

（
32
）
ギ
デ
ン
ス
、
注
21
前
掲
論
。

（
33
）
ベ
ッ
ク
、
注
30
前
掲
論
。
東
日
本
大
震
災
で
の
原
発
事
故
は
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
の

こ
と
を
実
感
さ
せ
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
34
）
ベ
ッ
ク
、
注
30
前
掲
論
。

（
35
）
池
田
、
注
22
前
掲
書
。

（
36
）「
古
典
を
ど
う
読
む
か
」（『
日
本
文
学
の
古
典
第
二
版
』（
西
郷
信
綱
・
永
積
安

明
・
広
末
保
著
、
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
１
９
６
６
（
Ｓ
41
），2
）
所
収
）。

（
37
）
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
中
・
訳
、
小
学
館
、
１
９
９
７
（
Ｈ
9
），6
。

（
38
）『
古
事
記
帝
紀
攷
』（
青
磁
社
、
１
９
４
４
（
Ｓ
19
），1
）。
な
お
引
用
は
『
武
田

祐
吉
著
作
集
第
二
巻
古
事
記
篇
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、
１
９
６
８
（
Ｓ
48
），8
）
に

拠
っ
た
。

（
39
）『
古
事
記
伝
（
一
）』（
本
居
宣
長
著
、
倉
野
憲
司
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、

１
９
４
０
（
Ｓ
15
），8
）

（
40
）『
古
事
記
注
釈
第
一
巻
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
２
０
０
５
（
Ｈ
17
），
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）

　
　

 
な
お
、
西
郷
が
取
り
上
げ
た
山
田
孝
雄
の
説
は
『
古
事
記
序
文
講
義
』（
国
幣
中

社
（
志
波
彦
神
社
・
塩
釜
神
社
）、
１
９
３
５
（
Ｓ
10
））
所
収
。
同
書
の
中
で
、

山
田
は
、
古
事
記
序
文
に
は
「
国
家
統
治
の
大
綱
を
短
い
文
の
中
に
巧
に
の
べ
」

て
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
41
）「【
講
演
録
】
武
田
祐
吉
の
〈
古
事
記
学
〉
─
講
義
ノ
ー
ト
を
通
し
て
─
」（「
國
學

院
大
学
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
第
１
号
」、
２
０
０
９
（
Ｈ

21
），3
）

（
42
）
単
元
名
「
発
見
す
る
言
葉
─
枕
草
子
」
と
あ
り
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」（
初
段
）、

「
う
つ
く
し
も
の
」（
第
一
五
一
段
の
一
部
）、「
香
炉
峰
の
雪
」（
第
二
九
九
段
）

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　


