
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

―
「
現
代
の
国
語
」
騒
動
か
ら

―

髙　
　

野　
　

昌　
　

彦

は
じ
め
に

　

二
〇
二
一
年
九
月
十
二
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊①
に
、「
高
校
新
必
履
修
科
目

『
現
代
の
国
語
』
教
科
書
に
小
説
掲
載
の
波
紋
」
と
題
す
る
記
事
が
載
せ
ら
れ

た
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
学
習
社
の
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
四
点
の
う
ち

一
点
に
五
つ
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
一
部
の
教
育
委
員
会
か
ら

文
部
科
学
省
に
、「
小
説
が
載
っ
て
い
る
が
採
択
し
て
も
い
い
の
か
」
と
問
い

合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
あ
る
。

　

ま
た
、
八
月
十
三
日
に
は
一
般
社
団
法
人
教
科
書
協
会
が
文
科
省
に
、「
指

導
要
領
の
想
定
と
の
関
係
で
、
発
行
者
間
で
疑
義
が
生
じ
て
い
る
」
の
で
見
解

を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
た
と
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
文
部
科
学
省
の
見
解
は
、「
小
説
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は

想
定
し
て
い
な
い
が
、
文
学
作
品
の
掲
載
が
一
切
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
今
回
の
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、

今
後
は
よ
り
一
層
厳
正
な
審
査
を
行
う
」
と
回
答
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
今
後
、「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
に

入
れ
る
べ
き
文
章
の
分
野
が
例
を
挙
げ
て
明
示
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
現
代
の
国
語
」
に
小
説
が
入
る
チ
ャ
ン
ス
は
無
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る

と
予
想
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
結
果
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
第
一
学
習

社
の
み
が
小
説
を
掲
載
す
る
よ
う
な
事
態
は
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
こ
こ
に
今
回
の
国
語
の
科
目
区
分
改
訂
に
お
け
る
問
題
、
ひ
い
て
は

文
学
の
位
置
付
け
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
文
部
科
学
省
は
文
学
の
位
置
付
け
を
改
め
、
第
一
学
習

社
の
よ
う
に
「
現
代
の
国
語
」
に
小
説
を
入
れ
た
教
科
書
を
承
認
す
べ
き
で
あ

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

五
七
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る
。
本
稿
で
は
こ
の
視
座
に
立
ち
、
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
を
論
じ
る
。
尚
、

本
稿
で
は
便
宜
上
、
近
代
以
降
の
「
現
代
文
」
と
さ
れ
る
文
学
を
小
説
と
表
記

す
る
。
そ
れ
以
前
の
「
古
典
」
と
さ
れ
る
古
文
・
漢
文
を
含
む
場
合
は
文
学
と

表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

一　

問
題
の
経
緯

　
「
現
代
の
国
語
」
に
小
説
を
入
れ
た
教
科
書
を
承
認
す
べ
き
と
す
る
本
稿
の

主
張
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
、『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年

告
示②
）
』（
以
下
「
学
習
指
導
要
領
」
）
の
単
位
数
と
含
ま
れ
る
分
野
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
く
。

　
「
現
代
の
国
語
」（
二
単
位
）＝
評
論
文
・
実
用
文

　
「
言
語
文
化
」（
二
単
位
）＝
小
説
・
古
文
・
漢
文

　

以
前
の
必
履
修
科
目
で
あ
っ
た
「
国
語
総
合
」
は
、
四
単
位
で
評
論
文
・
小

説
・
古
文
・
漢
文
を
扱
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
「
言
語
文
化
」
に
小
説
・
古
文
・

漢
文
の
文
学
分
野
が
圧
縮
し
て
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
文
部
科
学
省
が
文

学
を
軽
視
し
て
い
る
と
考
え
る
の
も
当
然
の
科
目
編
成
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

か
ら
今
回
の
「
現
代
の
国
語
」
騒
動
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
前
掲
の
朝
日
新
聞
記
事
に
拠
り
経
緯
を
振
り
返
る
。
文
部
科
学
省
が

行
っ
た
「
学
習
指
導
要
領
」
解
説
の
説
明
会
で
、「『
現
代
の
国
語
』
は
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
科
目
で
あ
り
、
小
説
が
入
る
余
地
は
な
い
」
と
説
明
し
た
と

あ
る
。
そ
し
て
第
一
学
習
社
の
教
科
書
が
検
定
に
合
格
し
た
理
由
の
説
明
に
お

い
て
は
、「
文
学
作
品
の
掲
載
が
一
切
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と

の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。「
現
代
の
国
語
」
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
科
目
で

小
説
が
入
る
余
地
は
な
い
と
説
明
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
文
学
作
品
の
掲
載

が
一
切
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。」
と
言
っ
て
お
り
矛
盾
す
る
。

　

そ
し
て
、
冒
頭
で
引
い
た
二
〇
二
一
年
九
月
十
二
日
の
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊

で
、
第
一
学
習
社
が
掲
載
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
教
育
現
場
の
ニ
ー

ズ
が
非
常
に
強
く
、
不
合
格
を
覚
悟
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
価
値
が
あ
っ
た
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
学
習
社
は
教
員
の
ニ
ー
ズ
を
感
じ
取
り
「
現
代
の

国
語
」
に
小
説
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。
検
定
が
通
れ
ば
多
く
採
択
さ
れ
る
と

の
目
算
が
あ
っ
た
か
ら
小
説
を
掲
載
し
た
の
だ
。

　

こ
の
騒
動
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
例
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
第
一
学

習
社
の
「
現
代
の
国
語
」
教
科
書
が
、
全
国
で
最
も
多
く
採
択
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
冒
頭
の
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
に
よ
れ
ば
、
採
択
状
況
は
十
九
万
六
四

九
三
冊
で
、
最
大
手
の
東
京
書
籍
の
十
八
万
三
七
一
四
冊
を
上
回
っ
た
の
で
あ

る
。
結
果
、
目
論
見
通
り
最
多
の
採
択
を
得
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
に
対
し
、
あ
る
社
の
編
集
者
は
「
正
直
者
が
馬
鹿
を
見
た
」
と
述

べ
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
文
部
科
学
省
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
「
特
段
の
対
応

は
考
え
て
い
な
い
」
と
答
え
た
と
あ
る
。
結
局
文
部
科
学
省
の
曖
昧
な
説
明
に

各
社
が
振
り
回
さ
れ
た
結
果
と
な
っ
た
。
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
読
売
新

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

五
八
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聞
や
毎
日
新
聞③
で
も
確
認
で
き
る
。
同
じ
文
言
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
事
実

と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
学
習
社
が
教
員
の
ニ
ー
ズ
を
感
じ
て
今
回
の
教
科
書
を
制
作
し
た
と
い

う
点
は
重
要
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
い
た
朝
日
新
聞
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
文
部

科
学
省
の
思
惑
と
現
場
の
教
員
の
ニ
ー
ズ
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し

た
か
ら
だ
。

　

作
家
の
石
井
光
太
氏
は
日
本
女
子
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
を
取
材
し
、

次
の
よ
う
な
校
長
の
椎
野
秀
子
氏
の
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
て
い
る④
。

　

本
校
が
国
語
科
に
お
い
て
と
り
わ
け
文
学
作
品
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、

人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な
力
を
養
う
の
に
最
適
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、
優
れ
た
作
品
は
、

生
徒
の
中
に
あ
る
や
さ
し
さ
、
想
像
力
、
忍
耐
力
と
い
っ
た
も
の
を
育
て

て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
が
生
徒
の
人
と
し
て
の
力
を
総
合
的
に
成
長
さ
せ
て

い
く
と
考
え
て
い
ま
す

　

現
場
の
教
員
で
あ
れ
ば
、
椎
野
氏
が
言
う
よ
う
に
文
学
教
材
の
重
要
性
を
認

識
し
て
い
る
。
だ
か
ら
第
一
学
習
社
の
教
科
書
採
択
数
が
最
も
多
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

二　

問
題
の
本
質

　

今
回
の
「
現
代
の
国
語
」
に
小
説
が
入
っ
た
騒
動
の
経
緯
は
前
節
の
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
本
質
は
、
読
解
力
を
一
面
的
に
捉
え
、
性
急
に

読
解
力
を
上
げ
よ
う
と
す
る
文
部
科
学
省
の
姿
勢
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

以
下
に
整
理
す
る
。

　
『【
国
語
編
】
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説
』「
第
一

章
総
説　

第
二
節
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
及
び
要
点⑤
」
で
は
、
中
央
教
育
審
議
会

答
申
が
引
か
れ
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
よ
る
学
習
到
達
度
調
査
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
結
果
に
触

れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
と
し
て
、「
前
回

調
査
と
比
較
し
て
平
均
得
点
が
有
意
に
低
下
し
て
い
る
と
分
析
が
な
さ
れ
て
い

る
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
テ
ス
ト
（
Ｃ
Ｂ
Ｔ
）
に

お
い
て
複
数
画
面
か
ら
情
報
を
取
り
出
す
こ
と
が
苦
手
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
、
読
解
力
に
お
い
て
改
善
す
る
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
高
等
学
校
で
は
、「
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
評
価
し
目
的
に

応
じ
て
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
根
拠
に
基
づ
い
て
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
、
国
語
の

語
彙
の
構
造
や
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
、
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
こ

と
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。」
と
す
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、「
教
材
へ

の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
言
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、
依
然
と
し
て
講
義
調

の
伝
達
型
授
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
授
業
改
善
の
必

要
性
を
説
く
。

　

右
の
分
析
か
ら
、
文
章
の
評
価
と
活
用
、
表
現
力
、
語
彙
の
理
解
、
古
典
の

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

五
九
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学
習
意
欲
を
課
題
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
論
文
・

実
用
文
と
文
学
を
分
け
る
の
は
こ
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

こ
れ
に
対
し
大
橋
崇
行
氏⑥
は
、

　

こ
の
と
き
、
中
教
審
答
申
で
用
い
ら
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
（
情
報
）
」
と

い
う
表
現
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
試
験
で
用
い
ら
れ
る
「texts

」
の
枠
組
み

を
反
映
し
つ
つ
、
誤
訳

0

0

し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。（
傍
点
マ
マ
）

と
述
べ
て
い
る
。
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
で
は
「
テ
ク
ス
ト
（
情
報
）
」
と

訳
し
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
用
い
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
用
語
は
、

情
報
に
文
学
的
読
解
の
意
味
合
い
を
含
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
う
。

つ
ま
り
答
申
は
、
読
解
力
を
情
報
の
意
味
に
だ
け
解
し
、
文
学
を
除
い
て
し

ま
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
松
下
佳
代
氏⑦
は
二
〇
一
二
年
ま
で
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
展
開
に
つ
い

て
、

そ
こ
に
は
、
文
化
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
重
視
す
る
、
読
み
書
き
の
背
景
知
識

と
な
る
特
定
の
文
化
の
知
識
や
、
批
判
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
重
視
す
る
、
対

象
世
界
を
ど
ん
な
言
葉
や
知
識
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
る
か
を
め
ぐ
る
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。

と
指
摘
し
て
い
た
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
論
理
的
実

用
的
読
解
力
ば
か
り
に
目
が
向
く
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
や
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
内
容
を
い

ち
早
く
分
析
し
、
批
判
し
続
け
て
い
る
の
は
紅
野
謙
介
氏
で
あ
る
。
紅
野
氏⑧
は
、

文
科
省
視
学
官
の
大
滝
一
登
氏
が
新
井
紀
子
氏
の
『
Ａ
Ｉ
vs.
教
科
書
が
読
め
な

い
子
ど
も
た
ち
』
を
引
き
、
係
り
受
け
や
照
応
、
語
句
や
文
が
示
す
意
味
同
士

の
関
係
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
を
問
題
視
し
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
基
礎
的
な
読
解
力
を
つ
け
る
た
め
に
短
い
文
章
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
セ
ン

タ
ー
試
験
」
の
問
題
よ
り
も
多
い
分
量
の
問
題
が
用
意
さ
れ
、
図
表
や
グ

ラ
フ
、
法
律
や
公
文
書
な
ど
、
種
類
も
質
も
異
な
る
資
料
を
読
み
込
み
な

が
ら
設
問
を
解
く
形
式
に
な
る
と
い
う
の
で
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
で

は
な
い
か
。

と
批
判
し
て
い
る
。
新
井
紀
子
氏
の
開
発
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
キ
ル
テ
ス
ト

（
Ｒ
Ｓ
Ｔ
）
か
ら
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
よ
う
な
複
数
の
資
料
を
比
較
す
る

問
題
が
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
紅
野
氏
の
言
う
よ
う
に
方
向
性
と
し
て

は
全
く
逆
で
あ
る
。

　

新
井
紀
子
氏⑨
は
む
し
ろ
、
読
解
力
を
基
盤
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

で
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
の
多
く
は
、
Ａ
Ｉ
に
は
肩
代
わ
り
で

き
な
い
種
類
の
仕
事
を
不
足
な
く
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
だ
け
の
読
解
力

や
常
識
、
あ
る
い
は
柔
軟
性
や
発
想
力
を
十
分
に
備
え
て
い
る
で
し
ょ
う

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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か
。（
略
）

問
題
は
読
解
力
を
基
盤
と
す
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
理
解
力

で
す
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　

新
井
氏
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
必
要
性
を
説
い
た
き
っ
か
け
は
、

大
学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
欠
如
に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
教
科
書

を
読
む
能
力
が
足
り
て
い
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
が
共

同
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
能
力

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
と
Ｒ
Ｓ
Ｔ
を
根
拠
と
し

つ
つ
、
そ
の
対
処
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
情
報
に
限
定
し
、
逆
の
方
向
性
の
問
題

を
作
成
す
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
分
か
る
。
特
に
大
橋
氏
が
指
摘
す
る
テ

ク
ス
ト
の
読
み
違
い
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
先
に
、「
学
習
指
導
要
領
」
で

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
か
ら
読
解
力
が
低
い
と
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

た
が
、
こ
の
読
解
力
に
文
学
を
含
ま
ず
評
論
文
・
実
用
文
の
み
で
考
え
た
の
は

誤
読
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
現
代
の
国
語
」
の
評
論
文
・
実
用
文
で
読
解
力
を
付
け
、「
言
語
文
化
」
の

小
説
・
古
文
・
漢
文
で
は
文
化
を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
「
学
習
指
導
要

領
」
に
お
け
る
「
言
語
文
化
」
の
目
標⑩
に
表
れ
て
い
る
。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
国
語
で

的
確
に
理
解
し
効
果
的
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
次
の
と
お
り
育
成
す

る
こ
と
を
目
指
す
。

（
１

）
生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
を
身
に

付
け
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（
２

）
論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す

る
力
を
伸
ば
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分

の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（
３

）
言
葉
が
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
読
書
に
親
し
み
自
己
を
向
上
さ
せ
、
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い

手
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
言
葉
を
通
し
て
他
者
や
社
会
に
関
わ
ろ
う
と

す
る
態
度
を
養
う
。

　
「
言
語
文
化
」
で
こ
の
よ
う
な
目
標
が
掲
げ
ら
れ
る
背
景
に
は
、
教
室
で
文

学
を
読
む
時
間
を
縮
小
し
、
知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
れ
ば
良
い
と
す
る
考
え

が
あ
る
。
二
〇
一
九
年
一
月
十
四
日
に
明
星
大
学
で
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な

の
か
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム⑪
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
古

典
教
育
の
肯
定
派
と
否
定
派
が
議
論
を
戦
わ
せ
る
形
で
行
わ
れ
た
。

　

古
典
否
定
派
の
一
人
で
あ
る
猿
倉
信
彦
氏
は
、
古
典
教
育
を
否
定
す
る
理
由

に
、
も
っ
と
他
に
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
理
系
の
人
間
は
外

国
人
と
接
す
る
機
会
が
多
い
か
ら
文
化
的
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
が
非
常
に
大
事

だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
文
学
的
知
識
が
な
く
日
本
文
化
を

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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売
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
古
典
よ
り
も
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
言

い
た
い
よ
う
だ
。

　

先
に
引
い
た
「
言
語
文
化
」
の
目
標
は
、
猿
倉
氏
の
指
摘
す
る
人
文
学
知
識

の
不
足
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
背
景
に
は
、
文
系
の
学
問
は
実
社
会
の
役
に
立
た
な
い
と
い
う
考
え
が

あ
る
。
そ
れ
は
文
系
学
部
廃
止
報
道
な
ど
の
動
き
か
ら
窺
え
る
。

　

二
〇
一
五
年
六
月
八
日
に
文
科
省
が
各
国
立
大
学
法
人
学
長
に
出
し
た
「
国

立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て⑫
」
と
い
う
通
知
か

ら
文
系
学
部
廃
止
の
憶
測
が
広
が
っ
た
。
こ
れ
を
分
析
し
た
吉
見
俊
哉
氏⑬
に
よ

れ
ば
、「
文
系
は
時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
社
会
全
体
に
あ

る
。」「
一
般
社
会
に
、『
理
系
は
役
に
立
ち
、
文
系
は
役
に
立
た
な
い
』
と
の

通
念
が
蔓
延
し
て
き
た
。」
こ
と
が
こ
の
憶
測
の
背
景
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
文
系
学
問
を
役
に
立
た
な
い
と
考
え
る
側
と
そ
う
で
な
い
側

と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
尺
度
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
短
期
的
に
役
に
立
つ

か
、
長
期
的
に
役
に
立
つ
か
の
尺
度
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
先
に
引
い
た
吉

見
俊
哉
氏
の
同
書
に
お
け
る
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

目
的
遂
行
型
の
知
は
、
短
期
的
に
答
え
を
出
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
価
値
創
造
的
に
「
役
に
立
つ
」
た
め
に
は
、
長
期
的
に
変
化
す

る
多
元
的
な
価
値
の
尺
度
を
視
野
に
入
れ
る
力
が
必
要
な
の
で
す
。
こ
こ

に
お
い
て
文
系
の
知
は
、
短
く
て
も
二
〇
年
、
三
〇
年
、
五
〇
年
、
場
合

に
よ
っ
て
は
一
〇
〇
年
、
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
、
総
体
的
に
長
い
時
間
的

ス
パ
ン
の
な
か
で
対
象
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が

文
系
の
知
の
最
大
の
特
徴
だ
と
言
え
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
文
系
の
学

問
に
は
長
い
時
間
の
な
か
で
価
値
創
造
的
に
「
役
に
立
つ
」
も
の
を
生
み

出
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
す⑭
。

　

文
学
を
縮
小
し
評
論
文
・
実
用
文
を
重
視
す
る
今
回
の
改
訂
は
、
短
期
的
に

答
え
を
出
そ
う
と
す
る
目
的
遂
行
型
に
他
な
ら
な
い
。
長
期
的
尺
度
を
持
っ
た

価
値
創
造
型
の
思
考
が
で
き
な
け
れ
ば
、
目
先
の
知
識
や
技
能
だ
け
で
満
足
し
、

時
代
が
変
わ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
役
に
立
た
な
く
な
る
よ
う
な
人
材
し
か
育
て
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
見
誤
り
、「
現
代
の
国
語
」
を
評
論
文
と
実
用
文

の
科
目
に
し
、
性
急
に
読
解
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
文
学
を
、
文
化
的
知
識
を
習
得
す
る
科
目
と
の
み
定
め
、「
言
語
文
化
」

の
中
に
押
し
込
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
今
回
の
「
学
習
指
導
要
領
」
に
お
け

る
問
題
の
本
質
で
あ
る
。

三　

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
と
は
、
①
「
文
化
の
共
有
」、

②
「
心
情
の
疑
似
体
験
」、
③
「
想
像
力
の
養
成
」、
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

一
つ
目
の
「
文
化
の
共
有
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
村
上
春
樹
の

「
鏡
」
の
授
業
実
践
か
ら
論
じ
た⑮
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
一
人
一
人
が
一
話
ず
つ

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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怖
い
体
験
を
話
し
て
い
く
筋
を
読
ん
だ
時
、
生
徒
が
百
物
語
を
連
想
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
想
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
徒
が

文
化
を
共
有
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。「
鏡
」
で
は
本
物
の
百
物
語
の
様
式
を

踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
生
徒
が
百
物
語
を
連
想
で
き
た
の

は
、
百
物
語
を
知
識
と
し
て
で
は
な
く
文
化
と
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

　

渡
辺
麻
里
子
氏⑯
は
古
典
の
共
通
理
解
を
「
文
化
コ
ー
ド
」
と
呼
び
、「
古
典

の
世
界
独
特
の
「
文
化
コ
ー
ド
」（
＝
共
通
理
解
）
の
蓄
積
は
、
長
い
時
間
を

か
け
て
行
わ
れ
、
日
本
の
文
化
を
形
成
し
て
き
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

渡
辺
氏
の
言
う
「
文
化
コ
ー
ド
」
は
、
本
稿
の
「
文
化
の
共
有
」
と
同
じ
も

の
と
捉
え
て
い
る
。
文
化
と
は
一
朝
一
夕
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

歴
史
が
続
く
中
で
、
我
々
日
本
人
の
間
に
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
様
式
や
精
神
で

あ
る
。
そ
の
文
化
を
教
室
で
学
び
共
有
す
る
こ
と
は
、
日
本
を
知
る
こ
と
と
同

義
で
あ
り
、
日
本
的
様
式
や
精
神
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

サ
イ
エ
ン
ス
・
ラ
イ
タ
ー
の
ガ
イ
ア
・
ヴ
ィ
ン
ス
氏
は
『
進
化
を
超
え
る
進

化⑰
』
に
お
い
て
、

　

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
文
化
的
知

識
は
、
そ
の
集
団
が
情
報
を
集
め
、
環
境
を
読
み
、
食
物
や
住
み
か
を
見

つ
け
る
の
を
助
け
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
文
化
的
知
識
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
は
生
き
残
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ィ
ン
ス
氏
は
、

　

人
間
の
脳
の
並
外
れ
た
可
塑
性
は
、
祖
先
の
知
能
と
文
化
の
発
展
を
促

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
残
る
に

は
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
を
他
者
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
は
生
き
残
る
た
め
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
文
化
の
共
有
」
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
「
心
情
の
疑
似
体
験
」
は
、
文
字
通
り
文
学
を
読
む
こ
と
で
登
場

人
物
の
心
情
を
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
羅
生
門
』『
舞
姫
』『
こ
こ
ろ
』『
竹
取
物
語
』『
枕
草
子
』
と
い
っ
た
、
作

品
名
を
挙
げ
れ
ば
す
ぐ
内
容
が
浮
か
ぶ
文
学
の
定
番
教
材
。
こ
れ
を
教
室
で
丁

寧
に
読
む
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
心
情
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
下
、
高
校
一
年
生
が
学
ぶ
文
学
の
定
番
教
材
「
羅
生
門⑱
」
を
例
に
取
り
、

下
人
の
心
情
の
変
化
を
学
ぶ
過
程
を
再
現
す
る
。

　

下
人
は
、
そ
れ
ら
の
死
骸
の
腐
乱
し
た
臭
気
に
思
わ
ず
、
鼻
を
覆
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
手
は
、
次
の
瞬
間
に
は
、
も
う
鼻
を
覆
う
こ
と
を
忘
れ
て

い
た
。
あ
る
強
い
感
情
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の
嗅
覚
を

奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

老
婆
と
遭
遇
す
る
場
面
で
あ
る
。
臭
気
を
放
つ
死
骸
を
目
に
し
た
下
人
に
、

鼻
を
覆
わ
せ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
「
あ
る
強
い
感
情
」
と
は
何
か
。

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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生
徒
に
は
そ
う
問
い
か
け
次
の
場
面
を
読
み
進
め
る
。

　

下
人
の
目
は
、
そ
の
と
き
、
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ

て
い
る
人
間
を
見
た
。
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、

白
髪
頭
の
、
猿
の
よ
う
な
老
婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、
右
の
手
に
火
を

と
も
し
た
松
の
木
切
れ
を
持
っ
て
、
そ
の
死
骸
の
一
つ
の
顔
を
の
ぞ
き
込

む
よ
う
に
眺
め
て
い
た
。
髪
の
毛
の
長
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
た
ぶ
ん
女

の
死
骸
で
あ
ろ
う
。

　
「
下
人
の
目
は
」
と
い
う
語
句
で
、
生
徒
の
目
は
下
人
の
目
と
な
る
。
そ
し

て
、
死
骸
の
中
に
い
る
気
味
悪
い
老
婆
の
描
写
。
こ
の
老
婆
が
死
骸
の
顔
を
覗

き
込
ん
で
い
る
。
こ
の
描
写
に
よ
り
生
徒
は
い
よ
い
よ
下
人
と
同
じ
感
情
を
持

つ
。

　
「
下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
に
動
か
さ
れ
て
、
暫
時
は
息
を

す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。」
と
次
に
あ
り
、
大
抵
の
生
徒
は
こ
の
時
の
下
人

の
心
情
と
し
て
こ
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
六
分
の
恐
怖
と
四
分

の
好
奇
心
」
と
い
う
具
体
的
な
数
字
で
表
さ
れ
た
下
人
の
心
情
は
理
解
し
や
す

い
。
そ
し
て
、
死
体
置
き
場
と
化
し
た
羅
生
門
の
凄
惨
な
雰
囲
気
と
、
不
気
味

に
描
か
れ
た
老
婆
の
行
動
か
ら
、
生
徒
は
下
人
に
感
情
移
入
し
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
。

　
『
羅
生
門
』
に
よ
る
ほ
ん
の
一
部
の
授
業
実
践
か
ら
で
は
あ
る
が
、
作
品
を

丁
寧
に
読
む
こ
と
で
、
生
徒
が
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
、
そ
の
心
情
を
疑
似

体
験
で
き
る
例
を
示
し
た
。

　

精
神
神
経
科
学
を
研
究
分
野
と
す
る
高
橋
英
彦
氏⑲
は
、
文
章
と
情
動
の
関
係

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
自
己
情
動
を
適
切
に
認
知
し
た
り
、
体
験
す

る
に
は
、〝
心
の
理
論
〞
の
能
力
、
つ
ま
り
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
相

手
の
気
持
ち
を
推
察
し
た
り
、
理
解
す
る
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え

る
。
こ
の
よ
う
な
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
他
人
の
気
持
ち
を
推
し
量
る
能

力
は
物
語
や
映
画
の
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
た
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展

開
を
予
測
す
る
能
力
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
自
己
意
識
情
動
の
神
経
基
盤

を
理
解
す
る
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
内
的
状
態
や
文
脈
を
理
解
す
る
神
経

基
盤
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
と
言
え
る
。

　

高
橋
氏
は
、
他
者
の
気
持
ち
を
推
し
量
る
能
力
と
物
語
の
登
場
人
物
に
感
情

移
入
す
る
能
力
が
同
じ
だ
と
述
べ
て
い
る
。
教
室
で
文
学
を
読
む
こ
と
で
、
登

場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
心
情
を
疑
似
体
験
す
る
。
こ
の
体
験
を
積
む
こ
と

は
、
他
者
の
気
持
ち
を
推
し
量
る
力
を
向
上
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
教
員
で
あ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
育
に
も
携
わ
っ
た
戸
塚
滝
登
氏⑳
は
、

子
ど
も
に
「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」
の
劇
を
演
じ
さ
せ
る
と
、
登
場
人
物
の
心
を
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
事
例
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
他
人
に
共
感
す
る
際
に
働
く

神
経
細
胞
で
あ
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
原
因
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
付

け
る
。

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

六
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そ
し
て
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
が
教
育
と
子
育
て
に
も
た
ら
す
重

大
な
結
論
の
一
つ
は
「
子
ど
も
は
物
語
を
通
し
て
も
心
を
学
べ
る
の
だ
」

と
い
う
強
い
生
物
学
的
な
根
拠
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

教
室
で
文
学
を
読
み
登
場
人
物
の
心
情
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
で
、
戸
塚
氏

の
言
う
よ
う
に
「
心
を
学
べ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
心
情
の
疑
似
体
験
」

で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
「
想
像
力
の
養
成
」
で
あ
る
。
想
像
力
は
文
学
を
読
む
こ
と
で
の

み
養
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
文
学
は
想
像
さ
せ
る
部
分
の
多
い
教
材
で

あ
る
。『
羅
生
門
』
の
最
後
の
場
面
を
次
に
引
く
。

　

し
ば
ら
く
、
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、

そ
の
裸
の
体
を
起
こ
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。

老
婆
は
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
、
う
め
く
よ
う
な
声
を
立
て
な
が
ら
、
ま
だ

燃
え
て
い
る
火
の
光
を
た
よ
り
に
、
は
し
ご
の
口
ま
で
、
は
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
短
い
白
髪
を
逆
さ
ま
に
し
て
、
門
の
下
を
の
ぞ

き
こ
ん
だ
。
外
に
は
、
た
だ
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

　

教
室
で
は
、
必
ず
こ
の
最
後
の
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
が
何
を
暗
示
し
て
い
る

か
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
。
ま
た
、「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」
に

つ
い
て
、
下
人
が
こ
の
先
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
生
徒
に
想
像
さ
せ
る
。

　
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
に
つ
い
て
は
、
不
吉
な
暗
示
と
い
う
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致

す
る
。
下
人
が
こ
の
先
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
簡
潔
に
文
章
を
創
作
さ
せ

た
こ
と
も
あ
る
。
中
に
は
大
盗
人
と
な
り
裕
福
に
な
っ
た
未
来
を
描
い
た
生
徒

も
い
た
。
大
抵
多
い
の
は
、
盗
人
に
な
っ
た
が
捕
ま
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
が
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
そ
の
後
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
は
教
室
で
文
学
を
読
む

際
に
し
ば
し
ば
行
う
活
動
で
あ
る
。
他
に
も
行
間
か
ら
登
場
人
物
の
心
情
を
想

像
す
る
等
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
多
い
。
文

学
を
読
む
と
は
、
想
像
を
伴
う
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
想
像
力
の
養

成
」
で
あ
る
。

　

こ
の
「
想
像
力
の
養
成
」
に
つ
い
て
は
、「
学
習
指
導
要
領
」「
現
代
の
国
語  

１

目
標
（
２

）
」
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を

伸
ば
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い

や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（P33

）

　
「
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
」
を
伸
ば
す
の
で
あ
れ
ば
、

評
論
文
だ
け
で
な
く
文
学
も
学
ぶ
方
が
良
い
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
は
授
業

時
間
を
し
っ
か
り
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
『
羅
生
門
』
を
読
む
一
例
を

示
し
た
よ
う
に
、
話
の
筋
を
追
い
な
が
ら
丁
寧
に
読
む
こ
と
で
、
登
場
人
物
に

感
情
移
入
し
、
心
情
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義

六
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評
論
家
の
三
浦
雅
士
氏㉑
は
読
む
こ
と
に
つ
い
て
、

視
覚
の
上
に
言
語
の
基
礎
が
形
づ
く
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

見
る
こ
と
は
読
む
こ
と
で
あ
る
。
読
む
こ
と
が
決
断
の
前
提
な
の
だ
。
読

む
こ
と
は
対
象
の
意
思
を
測
る
こ
と
で
あ
り
、
意
思
を
測
る
こ
と
は
対
象

に
身
を
移
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
読
書
と
は
、
そ
れ
を
書
い
た
も
の
の

身
に
乗
り
移
る
こ
と
以
外
で
は
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
文
学
を
読
む
こ
と
だ
け
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
対

象
の
意
思
を
測
」
り
「
対
象
に
身
を
移
す
」
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
心
情
を
想

像
し
た
り
、
感
情
移
入
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
想
像
す
る
こ
と
は
、
人
類
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で

あ
る
。
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
氏㉒
は
、

　

書
字
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
強
力
な
想
像
上
の
存
在
の
出
現
を
促
し
、

そ
う
し
た
存
在
が
何
百
万
も
の
人
を
組
織
し
、
河
川
や
湿
地
や
ワ
ニ
の
あ

り
よ
う
を
作
り
変
え
た
。
書
字
は
同
時
に
、
人
間
に
と
っ
て
そ
う
し
た
虚

構
の
存
在
を
信
じ
や
す
く
も
し
た
。
書
字
の
お
か
げ
で
、
人
々
は
抽
象
的

な
シ
ン
ボ
ル
を
介
し
て
現
実
を
経
験
す
る
こ
と
に
慣
れ
た
か
ら
だ
。

と
述
べ
て
い
る
。
書
字
の
発
明
が
、
人
間
に
想
像
力
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
想
像
力
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
物
語
が
、
人
間
同
士
が
協
力
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
と
ハ
ラ
リ
氏
は
同
書
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
、
祖
先
の
霊
や
貴
重
な
貝
殻
に
つ
い
て
の
物
語
は
、
サ
ピ
エ

ン
ス
に
と
っ
て
大
き
な
強
み
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
物
語
の
お
か
げ
で
、
何

百
も
の
、
と
き
に
は
何
千
も
の
サ
ピ
エ
ン
ス
が
効
果
的
に
協
力
で
き
た
か

ら
で
、
そ
れ
は
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
望
む
べ
く

も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
想
像
力
か
ら
形
成
さ
れ
た
物
語
に
よ
っ
て
我
々
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
は
互
い
に
協
力
し
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
類
が
協
力

し
合
う
た
め
に
は
、
互
い
の
心
情
を
理
解
し
合
い
、
想
像
力
を
持
つ
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
の
力
を
養
う
こ
と
が
、
教
室
で
文
学
を
読
む
意
義
で
あ
る
。

　

以
上
、
教
室
で
文
学
を
読
む
意
義
と
し
て
三
点
を
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
は
、
先

に
引
い
た
吉
見
氏
の
「
長
期
的
尺
度
を
持
っ
た
価
値
創
造
型
の
思
考
」
を
養
成

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

長
期
的
尺
度
を
持
っ
た
価
値
創
造
型
の
思
考
を
持
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
日
本

と
い
う
自
分
の
立
ち
位
置
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
足
元
を
し
っ
か
り

定
め
て
こ
そ
、
長
期
的
視
野
を
持
ち
、
何
に
価
値
が
あ
る
の
か
も
分
か
っ
て
く

る
。
①
「
文
化
の
共
有
」
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。

　

ま
た
、
長
期
的
尺
度
を
持
つ
た
め
に
は
、
当
然
未
来
を
想
像
す
る
力
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
③
「
想
像
力
の
養
成
」
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
価

値
創
造
型
の
思
考
を
持
つ
た
め
に
は
、
他
者
の
心
情
を
理
解
し
つ
つ
、
他
者
と

協
働
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
他
者
と
協
働
し
て
こ
そ
、
相
乗
的
に
価
値

を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
「
心
情
の
疑
似
体
験
」
が
必
要
な
所
以
で
あ

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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る
。

　

繰
り
返
す
が
、
長
期
的
尺
度
を
持
っ
た
価
値
創
造
型
の
思
考
が
で
き
な
け
れ

ば
、
目
先
の
知
識
や
技
能
だ
け
で
満
足
し
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
役
に

立
た
な
く
な
る
よ
う
な
人
材
し
か
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
に
も
、

ま
と
ま
っ
た
時
間
を
取
り
、
教
室
で
じ
っ
く
り
文
学
を
読
む
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、「
言
語
文
化
」
に
小
説
・
古
文
・
漢
文
を
詰
め

込
む
の
は
好
ま
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
教
科
書
検
定
に
お
い
て
も
、

「
現
代
の
国
語
」
に
小
説
を
入
れ
た
第
一
学
習
社
の
よ
う
な
教
科
書
も
許
容
す

べ
き
で
あ
る
。お

わ
り
に

　

国
語
の
新
必
修
科
目
で
あ
る
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
に
、「
入
る
余
地

は
な
い
」
と
さ
れ
た
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
騒
動
か
ら
、
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意

義
を
論
じ
た
。
文
部
科
学
省
は
「
学
習
指
導
要
領
」
に
お
け
る
「
現
代
の
国

語
」
の
目
標
に
も
、
共
感
力
や
想
像
力
を
伸
ば
す
こ
と
で
他
者
と
関
わ
り
伝
え

合
う
こ
と
の
重
要
さ
を
謳
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
現
代
の
国
語
」
に

文
学
教
材
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、

第
一
学
習
社
の
小
説
を
掲
載
し
た
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
も
残
し
、
他
の

教
科
書
と
比
較
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

最
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
徒
の
学
ぶ
機
会
を
奪
う
こ
と
、
そ

し
て
学
力
に
悪
影
響
が
出
る
こ
と
で
あ
る
。「
学
習
指
導
要
領
」
は
ま
た
変
更

す
れ
ば
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
が
そ
の
科
目
を
学
ぶ
機
会
は
一

生
に
一
度
で
あ
る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
、
目
先
の
学
力
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
生
徒
の
学
力
を
養
成
す
る
科
目
編
成
を
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

　

今
回
の
騒
動
が
、
文
学
教
材
の
意
義
を
問
い
直
し
、
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意

義
を
再
検
討
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
う
。

注①　

二
〇
二
一
年
九
月
十
二
日
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
（
朝
日
新
聞
名
古
屋
本
社
十
三

版
）

②　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
』（
文
部
科
学
省
、P35

）

③　

毎
日
新
聞2021/12/13 12

：00

（
最
終
更
新 12/13 18

：50

、https://m
ainichi.

jp/articles/20211211/k00/00m
/040/087000c

、
二
〇
二
二
年
八
月
十
九
日
最

終
閲
覧
）

　

読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン2022/1/10 5

：00

、https://w
w
w
.yom

iuri.co.jp/
editorial/20220109-O

Y
T
1T

50139/

、
二
〇
二
二
年
八
月
十
九
日
最
終
閲
覧
）

④　

石
井
光
太
『
ル
ポ  

誰
が
国
語
力
を
殺
す
の
か
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
二
年
七

月
三
十
日
、P285

）

⑤　
『【
国
語
編
】
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説
』
文
部
科
学
省
、

P6
）

⑥　

大
橋
崇
行
「『
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
』
に
結
び
つ
く
国
語
教
育
・
文
学
研
究
―
新

学
習
指
導
要
領
の
問
題
点
と
新
し
い
『
読
解
力
』
の
構
築
に
向
け
て
」（
紅
野
謙
介

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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編
『
ど
う
す
る
？  

ど
う
な
る
？  

こ
れ
か
ら
の
「
国
語
」
教
育
』
幻
戯
書
房
、
二

〇
一
九
年
八
月
十
日
、P104

）

⑦　

松
下
佳
代
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
リ
テ
ラ
シ
ー
を
飼
い
な
ら
す
―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
能
的
リ

テ
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
内
容
―
」（「
教
育
学
研
究
」
八
十
一
巻
二
号
、
二

〇
一
五
年
六
月
十
八
日
公
開
、https://doi.org/10.11555/kyoiku.81.2_150

、

二
〇
二
二
年
二
月
二
十
三
日
最
終
閲
覧
）

⑧　

紅
野
謙
介
「
い
ま
『
国
語
』
の
教
育
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
」（
注
⑥
、P27

）

⑨　

新
井
紀
子
『
Ａ
Ｉ
vs.
教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
た
ち
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

二
〇
一
八
年
二
月
十
五
日
、P172
）

⑩　

注
②
、P35

⑪　

古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
（
明
星
大
学
日
本
文
化
学
科
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム  

20190114

）（https://w
w
w
.youtube.com

/w
atch?v=_P6Y

x5rp9IU

、
二
〇

二
二
年
二
月
二
十
二
日
最
終
閲
覧
）

⑫　

文
部
科
学
大
臣
下
村
博
文
「
国
立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に

つ
い
て（
通
知
）」（
二
〇
一
五
年
六
月
八
日
、https://w

w
w
.m

ext.go.jp/com
ponent/

a_m
enu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/10/01/1362382_1.

pdf

、
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
二
日
最
終
閲
覧
）

⑬　

吉
見
俊
哉
『「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝
撃
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
二
月
二

十
二
日
、P57

）

⑭　

注
⑬
、P74

⑮　

拙
稿
「
日
本
文
学
」
第
六
十
九
号
（
日
本
文
学
協
会
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

⑯　

渡
辺
麻
里
子
「
日
本
古
典
文
学
の
フ
ァ
ン
を
増
や
す
た
め
に  

文
化
コ
ー
ド
の
断

絶
の
な
か
で
」（「
リ
ポ
ー
ト
笠
間  

特
集
１  

い
ま
全
力
で
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は

何
か
」
第
六
十
二
号
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
五
月
、P13

）

⑰　

ガ
イ
ア
・
ヴ
ィ
ン
ス
『
進
化
を
超
え
る
進
化  

サ
ピ
エ
ン
ス
に
人
類
を
超
越
さ
せ

た
４

つ
の
秘
密
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
二
年
六
月
十
日
、P84

、P85

）

⑱　

本
稿
中
の
『
羅
生
門
』
本
文
は
、
全
て
「
高
等
学
校  

精
選  

言
語
文
化
」（
第

一
学
習
社
、
二
〇
二
二
年
二
月
十
日
）
に
拠
る
。

⑲　

高
橋
英
彦
「
５

文
章
が
創
発
す
る
社
会
的
情
動
の
脳
内
表
現
」（
苧
阪
直
行
編

『
小
説
を
愉
し
む
脳  

神
経
文
学
と
い
う
新
た
な
領
域
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
四
年
九

月
二
十
日
、P96

）

⑳　

戸
塚
滝
登
『
子
ど
も
の
脳
と
仮
想
世
界  

教
室
か
ら
見
え
る
デ
ジ
タ
ル
っ
子
の

今
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
七
日
、P141

）

㉑　

三
浦
雅
士
『
孤
独
の
発
明  

ま
た
は
言
語
の
政
治
学
』（
講
談
社
、
二
〇
一
八
年

六
月
二
十
八
日
、P420

）

㉒　

ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』
上
（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一

八
年
九
月
、P202

、P194

）

教
室
で
文
学
を
学
ぶ
意
義
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