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一
． 

は
じ
め
に 

 

 

本
稿
は
、
二
○
一
一
年
三
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
高
等
専
門
学

校
に
お
け
る
教
養
教
育
の
あ
り
よ
う
を
見
直
す
必
要
性
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

何
故
な
ら
ば
、「
震
災
前
」
と
「
震
災
後
」
で
は
、
社
会
状
況
と
、
国
民
の
未
来
へ
の
展

望
が
一
変
し
て
お
り
、
教
養
教
育
も
従
来
の
前
提
の
ま
ま
で
は
語
れ
な
い
事
態
と
化
し

た
か
ら
で
あ
る
。 

一
例
を
挙
げ
る
。
教
養
教
育
の
問
題
に
関
し
て
わ
た
く
し
と
共
同
研
究
（
注
一
）
を

続
け
て
い
る
木
更
津
高
専
名
誉
教
授
久
松
俊
一
は
、
震
災
前
、
一
般
教
育
を
以
下
の
よ

う
に
意
義
付
け
て
い
た
。
一
般
教
育
と
は
「
学
生
を
『
教
養
あ
る
市
民
と
し
て
の
専
門

職
業
人
（
技
術
者
）
』
（
注
二
）
と
し
て
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
「
『
教
養
あ

る
』
と
は
『
大
人
』
、
つ
ま
り
自
立
し
、
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
、
善
悪
な
ど
の
価
値
判

断
力
と
、
人
と
の
関
係
に
お
い
て
分
別
を
持
っ
た
、
善
良
な
職
業
人
」
を
形
成
す
る
土

台
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
意
義
付
け
て
い
た
。
こ
の
意
義
付
け
自
体
は
、
二
○
一
四
年

三
月
現
在
で
も
、
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。 

し
か
し
こ
の
意
義
付
け
は
、
震
災
後
、
そ
の
内
容
を
形
成
す
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
の

「
重
み
」
に
関
し
て
、
見
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
震
災
前
と
震
災
後
で

は
、「
大
人
」
、「
自
立
」
、「
社
会
的
責
任
」
、「
善
悪
な
ど
の
価
値
判
断
」
、「
分
別
」
等
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
重
み
」
を
大
き
く
増
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
無
条

件
に
発
展
を
蕩
々
と
論
じ
ら
れ
る
時
代
は
幕
を
下
ろ
し
た
と
言
え
る
。 

震
災
後
、
久
松
は
『
災
厄
を
乗
り
越
え
る
教
育
』
と
は
言
わ
ず
に
、『
災
厄
に
耐
え
う

る
教
育
』
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
震
災
後
の
状
況
を
認
識
す
れ
ば
、
軽
々
し
く
「
乗
り

越
え
る
」
と
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
苦
し
く
も
「
災
厄
に
耐

え
う
る
教
育
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
観
点
よ
り
、
「
教
養
あ
る
市
民
と
し
て
の
専
門
職
業
人
（
技
術
者
）
」
を
育
成

す
る
た
め
の
一
般
教
育
、
す
な
わ
ち
教
養
教
育
も
、
根
底
か
ら
、
目
指
す
も
の
を
見
直

さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
と
考
え
る
。
わ
た
く
し
た
ち
教
員
は
、
こ
れ
ら
の
日
々

重
み
を
増
す
言
葉
を
、
正
面
か
ら
受
け
と
め
て
、
学
生
に
対
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
言
え
る
。
そ
の
上
で
、
震
災
後
の
教
養
教
育
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の

で
あ
ろ
う
か
？ 

 

二
． 

見
直
し
の
必
要
性 

 

石
井
清
子
氏
の
構
成
・
演
出
・
振
り
付
け
に
よ
る
、
東
京
シ
テ
ィ
・
バ
レ
エ
団
二
○

一
一
年
ク
リ
ス
マ
ス
公
演
『
く
る
み
割
り
人
形
』
を
観
て
、
フ
リ
ー
の
演
出
家
で
あ
る

富
野
由
悠
季
氏
は
驚
い
た
。 

富
野
氏
は
、『
く
る
み
割
り
人
形
』
は
物
語
に
一
貫
性
が
な
く
、「
一
番
嫌
い
な
演
目
」

と
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
石
井
氏
の
演
出
が
、「
非
常
に
的
確
で
、
ま
さ
に
ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
ク
、
空
想
的
な
大
き
な
物
語
を
見
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
っ
て

い
」
る
こ
と
で
、「
素
人
が
観
て
も
飽
き
な
い
」
と
驚
愕
し
た
の
で
あ
る
。
富
野
氏
は
石

井
氏
に
対
談
を
申
し
出
る
。
そ
の
対
談
（
注
二
）
を
取
り
上
げ
、
震
災
後
の
教
養
教
育

に
は
ど
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。 

第
一
に
、
前
述
の
、
大
変
に
有
名
な
演
目
だ
が
物
語
に
一
貫
性
が
な
い
と
い
う
『
く

る
み
割
り
人
形
』
へ
の
、
石
井
氏
の
構
成
・
演
出
か
ら
学
び
た
い
。 

物
語
に
一
貫
性
が
な
い
『
く
る
み
割
り
人
形
』
を
、
石
井
氏
が
「
ス
ト
レ
ー
ト
に
」

「
空
想
的
な
大
き
な
物
語
」
と
し
て
見
せ
た
点
を
、
富
野
氏
が
評
価
し
て
い
る
点
に
注

目
し
よ
う
。
現
在
の
日
本
の
教
育
界
に
お
い
て
、
周
知
の
課
題
を
「
的
確
に
」「
ス
ト
レ

ー
ト
に
行
」
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
新
鮮
な
の
で
は
な
い
か
。
枝
葉
末
節
を
「
的
確
に
」

大
胆
に
刈
り
込
み
、
一
見
「
一
貫
性
が
な
い
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
「
大
き
な
物
語
」



と
し
て
再
生
す
る
こ
と
。
震
災
後
の
教
養
教
育
の
再
生
に
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
も
そ
も
教
養
教
育
に
は
、
確
定
的
な
、
一
貫
性
の
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
は

そ
ぐ
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
こ
そ
、
教
養
教
育
の
教
養
教
育
た
る
所
以

で
あ
り
、
所
謂
専
門
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
あ
り
よ
う
と
自
ず
と
異
な
る
点
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
教
養
教
育
に
は
、
大
き
な
幅
の
あ
る
様
々
な
知
見
を
見
せ
る
こ
と
を
、

「
的
確
に
」「
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
」
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
教
養
教
育
の
あ
り
よ
う
こ
そ
、「
災
厄
に
耐
え
う
る
教
育
」
を
行
う
こ
と
に

直
結
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？ 

 

従
来
の
よ
う
に
無
条
件
の
発
展
を
語
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
努
力
す
れ
ば
報
わ
れ
る
」

と
教
員
が
自
信
と
裏
付
け
を
持
っ
て
堂
々
と
言
う
こ
と
が
困
難
な
現
在
、
全
体
と
し
て

の
一
貫
性
は
な
い
が
、
大
き
な
、
幅
の
あ
る
様
々
な
知
見
と
真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
は
、

今
後
の
日
本
社
会
を
生
き
る
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
、
教
養
教
育
の
再

生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
養
教
育
を
、「
的
確
に
」「
ス

ト
レ
ー
ト
に
」
行
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

更
に
言
え
ば
、
技
術
者
教
育
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
教
員
が
各
自
、
大
切
に
し
て
い
る
教

養
を
、
的
確
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
学
生
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、「
高
専
と
い

う
技
術
者
教
育
の
場
に
お
け
る
教
養
教
育
」
と
、
教
養
教
育
担
当
者
が
遠
慮
し
て
い
た

側
面
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
な
ん
と
か
技
術
者
教
育
に
貢
献
し
た
い
」

と
い
う
想
い
が
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
行
う
教
養
教
育
を
、
高
専
の
技
術
者
教
育
の
中

に
、
何
と
か
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
想
い
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

そ
こ
に
は
、
高
専
教
育
の
中
で
の
「
一
貫
性
」
を
求
め
て
い
る
、
教
養
教
育
担
当
教

員
の
生
真
面
目
さ
が
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
教
養
教
育
と
は
、
本
来
、
全
体
と
し

て
の
一
貫
性
は
な
い
が
大
き
な
幅
の
あ
る
様
々
な
知
見
を
教
授
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
高
専
の
技
術
者
教
育
の
一
貫
性
の
中
に
、
む
り
や
り
当
て
は
め
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
大
切
な

の
は
、
教
養
教
育
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
教
員
が
、
「
的
確
に
」
「
ス
ト
レ
ー
ト
に
」
行

う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
以
上
の
反
省
に
よ
る
。 

第
二
に
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
問
題
に
関
し
て
考
え
て
み
た
い
。
石
井
氏
は
、
こ
の
公

演
に
際
し
、
兵
隊
役
や
ね
ず
み
役
の
た
め
に
、
八
○
人
く
ら
い
の
子
供
を
オ
ー
デ
ィ
シ

ョ
ン
で
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
子
供
達
の
演
技
を
観
て
富
野
氏
は
、
子
供
達
の
身
体
性

に
関
し
、
「
で
ん
ぐ
り
返
し
が
上
手
に
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、

「
バ
レ
エ
の
基
本
っ
て
、
体
を
伸
ば
す
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
伸
ば
し
て
そ
の
姿
勢

を
ホ
ー
ル
ド
す
る
…
そ
う
い
う
こ
と
を
日
常
的
に
訓
練
し
て
い
る
こ
と
に
と
っ
て
は
、

体
を
丸
め
て
転
が
る
と
い
う
の
は
、
実
は
難
し
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
、
石

井
氏
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。 

こ
の
疑
問
に
、「
本
当
は
で
き
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
。
バ
レ
エ
を
や
る
こ
と

で
ほ
か
の
動
き
が
で
き
な
く
な
る
な
ん
て
こ
と
は
、
絶
対
あ
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
だ
っ

て
体
を
自
由
自
在
に
動
か
す
た
め
に
訓
練
を
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ヘ
ン
な
力
の
入
れ
方
を
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
」
と
、
石
井
氏
は
答
え
る
。 

こ
の
答
え
に
対
し
て
、
富
野
氏
は
さ
ら
に
問
題
を
深
化
し
、
追
求
を
す
る
。「
だ
と
す

る
と
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
ど
う
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
の
子
供

た
ち
っ
て
体
を
動
か
す
遊
び
を
し
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
バ
レ
エ
を
習
っ
て
い
る
よ

う
な
子
で
さ
え
、
日
常
的
に
は
体
を
使
っ
て
な
い
か
ら
、
稽
古
で
や
ら
な
い
動
き
が
で

き
な
い
。
」 

富
野
氏
の
追
求
は
、
す
で
に
バ
レ
エ
指
導
の
枠
を
越
え
て
、
バ
レ
エ
の
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
の
前
提
と
な
る
、
子
供
た
ち
の
「
日
常
的
」
な
身
体
の
使
用
に
関
す
る
問
題
に
発
展

し
て
い
る
。
バ
レ
エ
指
導
者
の
石
井
氏
に
と
っ
て
、
こ
の
種
の
問
い
か
け
は
、
純
粋
な

バ
レ
エ
指
導
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
甚
だ
困
惑
す
る
追
求
と
言
え
よ
う
。 

し
か
し
、
石
井
氏
は
、「
わ
か
り
ま
し
た
。
気
を
つ
け
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

と
答
え
て
い
る
。 

純
粋
な
バ
レ
エ
指
導
の
枠
を
越
え
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
子
供
た
ち
の
身
体
性
に
も

目
を
配
る
と
い
う
意
志
を
表
さ
れ
た
石
井
氏
の
姿
勢
は
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
も
大
い

に
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

純
粋
な
「
教
科
」
指
導
の
前
提
と
な
る
、
学
生
達
の
「
日
常
」
が
激
変
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
、
純
粋
な
「
教
科
」
指
導
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、「
的
確
」
で
「
大
き
な
」

幅
を
持
つ
教
養
教
育
を
「
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
っ
て
い
」
く
こ
と
こ
そ
が
、
震
災
後
の
社

会
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
純
粋
な
「
教
科
」
指
導
を
可
能
に
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い

か
と
、
こ
こ
で
改
め
て
提
言
し
た
い
。 

教
養
教
育
は
極
め
て
多
岐
に
渡
り
、
専
門
学
科
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
間
の
よ
う
な
「
一

貫
性
」
の
あ
る
教
育
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
、
甚
だ
困
難
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
「
一
貫
性
の
な
」
さ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
「
大
き
な
」
幅
を
持
つ
様
々

な
知
見
の
教
授
が
、「
で
ん
ぐ
り
返
し
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
学
生
た
ち
の
『
日
常
的
』
な

心
身
の
使
用
に
関
す
る
問
題
」
に
関
し
て
の
学
生
た
ち
自
身
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
な
り
、

学
生
た
ち
が
高
専
や
社
会
で
生
き
て
ゆ
く
上
で
要
求
さ
れ
る
前
提
を
、
豊
饒
に
包
含
し

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
信
ず
る
。 
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一
例
を
挙
げ
る
。
平
成
二
一
年
日
本
高
専
学
会
第
一
五
回
年
会
講
演
会
に
お
い
て
発

表
さ
れ
た
、
本
校
専
攻
科
物
質
工
学
専
攻
二
年
生
高
橋
研
一
君
の
日
本
高
専
学
会
奨
励

賞
受
賞
講
演
予
稿
（
注
四
）
作
成
時
に
お
け
る
、
わ
た
く
し
に
よ
る
文
章
指
導
を
取
り

上
げ
る
。
（
注
五
） 

わ
た
く
し
の
文
章
指
導
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
高
橋
君
が
予
め
作
成
し
て
き
た

原
稿
を
、
誰
が
読
ん
で
も
内
容
の
正
否
を
検
討
で
き
る
よ
う
に
、
わ
た
く
し
が
情
報
の

過
不
足
と
、
平
易
か
つ
正
確
な
言
葉
・
表
現
で
あ
る
か
を
、
高
橋
君
と
対
話
を
重
ね
な

が
ら
洗
い
出
し
、
高
橋
君
の
原
稿
を
一
つ
一
つ
修
正
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

高
橋
君
の
指
導
を
通
じ
て
、
文
系
教
員
で
あ
る
わ
た
く
し
は
、
理
解
で
き
な
い
点
を

繰
り
返
し
、
高
橋
君
に
問
い
質
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
橋
君
自
身
が
意
識
し
て
い
な
か

っ
た
実
験
上
の
微
細
な
留
意
点
を
洗
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
加
筆
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

修
正
す
べ
き
こ
と
は
、
専
門
用
語
な
ど
の
語
彙
・
字
句
に
関
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
説

明
不
足
で
あ
る
こ
と
の
加
筆
が
主
で
あ
っ
た
。
説
明
不
足
で
は
論
理
的
思
考
を
伝
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
高
橋
君
は
、
彼
の
行
っ
た
実
験
内
容
を
理
路
整
然
と
分
か
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
が
、
実
は
彼
の
実
際
の
頭
の
中
は
混
沌
と
し
た
未
整
理
状
態
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
「
言
葉
に
で
き
る
＝
理
解
（
整
理
）

で
き
て
い
る
」
で
あ
り
、「
言
葉
に
で
き
な
い
＝
理
解
（
整
理
）
で
き
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
、
彼
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。 

専
門
分
野
で
は
優
秀
な
成
果
を
出
し
た
高
橋
君
も
、
い
わ
ば
成
果
を
世
に
問
う
前
提

と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
で
躓
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
躓
き
の
性
格
は
、

「
で
ん
ぐ
り
返
し
」
が
で
き
な
い
バ
レ
エ
の
子
供
の
躓
き
と
性
格
を
同
じ
く
し
て
い
る
。 

現
代
の
教
員
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
専
門
学
科
の
教
員
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
純
粋

な
教
科
指
導
の
枠
を
越
え
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
学
生
た
ち
の
『
日
常
的
』
な
心
身

の
使
用
に
関
す
る
問
題
」
に
も
目
を
配
る
と
い
う
ね
ば
り
強
い
意
志
が
要
求
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
り
高
橋
君
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。 

 

発
展
に
向
け
て
、
専
門
性
を
ひ
た
す
ら
に
特
化
さ
せ
て
い
れ
ば
何
と
か
な
っ
た
時
代

は
す
で
に
去
っ
た
。 

今
後
の
日
本
社
会
は
、
突
発
的
な
天
災
や
人
災
、
激
動
す
る
経
済
状
況
に
よ
っ
て
、

戦
後
ほ
ぼ
七
○
年
間
、
日
本
人
が
体
験
し
て
こ
な
か
っ
た
未
曾
有
の
時
代
を
迎
え
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
る
若
者
た
ち
に
、
例
え
て
言
え
ば
、
せ
め
て
「
で
ん
ぐ
り
返

し
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
。
そ
の
た
め
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
問
題
に
対
し

て
、「
ス
ト
レ
ー
ト
に
」
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
目
的
が
極
め
て
限
定
さ
れ
て

い
る
専
門
学
科
で
は
な
く
し
て
、
教
養
教
育
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
。 

教
養
教
育
の
豊
饒
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
一
人
で
も
多
く
の
一
般
科
目
担
当
教
員

が
こ
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
各
人
の
個
性
の
下
、
ご
自
身
の
教
育
に
邁
進
し
て
欲
し
い
と

痛
感
す
る
。
一
人
の
ス
ー
パ
ー
マ
ン
の
如
き
教
員
だ
け
で
は
、
教
養
教
育
の
豊
饒
さ
を

確
保
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
一
貫
性
」
は
な
い
が
、
大
き
な
幅
の
あ
る
様
々
な
知

見
を
教
授
す
る
教
養
教
育
を
見
せ
る
こ
と
が
、
教
員
一
人
で
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
災
厄
に
耐
え
う
る
教
育
」
を
行
う
た
め
に
は
、
自
覚
的
な
一
般
科
目
教
員
の
集
団
が

不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
木
更
津
高
専
の
特
研
は
注
目
に
値
す
る
取
り
組
み
と

言
え
る
。 

 

三
． 

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
し
て
の
「
教
養
」
Ⅰ 

 

学
生
た
ち
へ
教
養
教
育
を
行
う
教
員
は
、「
災
厄
に
耐
え
う
る
教
育
」
実
現
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
勉
強
を
し
て
ゆ
く
べ
き
か
。
何
事
に
も
困
難
な
現
代
に
お
い
て
、「
教
養
教

育
」
の
豊
穣
さ
を
、
如
何
に
し
て
維
持
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
次
に
問

わ
れ
る
の
は
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
自
身
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
唐
木
順
三
氏
の
考
え

方
を
一
例
と
し
て
示
す
。 

 

直
接
に
は
用
立
た
な
い
が
、
い
つ
か
は
用
立
つ
も
の
、
実
は
眼
に
み
え
な
い
と

こ
ろ
で
用
だ
っ
て
い
る
も
の
、
い
わ
ば
底
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
。
こ
の
問
に
一
般
的
に
答
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
、
と
い
う
問
を
、
忍
耐
し
て
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
、
問
い
に
問
う
よ
り
外
に

な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
答
は
、
他
か
ら
は
与
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
与
え
ら
れ

た
答
は
、
実
は
答
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
人
生
に
と
っ
て
重
大
な
、
ま
た
切

実
な
問
題
は
常
に
そ
う
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
だ
ろ
う
。
殊
に
、
今
日
の
よ
う
に
、

生
活
様
式
、
思
考
様
式
が
く
ず
れ
て
い
る
時
代
、
即
ち
我
々
が
、
こ
れ
こ
そ
確
か

だ
と
い
う
古
典
様
式
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
時
代
に
は
一
層
然
り
で
あ
る
。

（
注
六
） 

  

こ
の
唐
木
氏
の
指
摘
は
、
震
災
後
の
現
代
日
本
に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。 
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被
災
地
の
方
々
の
極
め
て
倫
理
的
な
態
度
が
、
全
世
界
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
。
災
厄
に
耐
て
い
る
そ
の
姿
に
、
諸
外
国
人
が
驚
嘆
し
た
。「
災
厄
に
耐
え
る

力
」
の
源
泉
は
、
日
本
人
の
カ
ル
チ
ャ
ー
の
力
で
あ
り
、
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
社
会

組
織
上
の
震
災
へ
の
対
応
力
や
、
技
術
上
の
対
応
力
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
点
を
見
過

ご
し
て
は
な
ら
な
い
。 

カ
ル
チ
ャ
ー
は
「
文
化
」
と
訳
す
こ
と
は
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
カ
ル
チ
ャ
ー

は
「
教
養
」
と
も
訳
せ
る
こ
と
を
知
る
学
生
は
希
で
あ
る
。
被
災
地
の
方
々
が
示
し
た

カ
ル
チ
ャ
ー
の
姿
は
、
日
本
の
文
化
の
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、
被
災
地
の
方
々
自
身
の

「
教
養
」
の
姿
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

先
日
、
本
校
三
年
生
へ
、
「
カ
ル
チ
ャ
ー
は
文
化
と
訳
せ
る
が
、
他
に
は
訳
せ
な
い

か
？
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
の
留
学
生
だ
け
が
「
教
養
」
と

訳
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
悲
し
い
事
実
が
あ
る
。「
教
養
も
地
に
墜
ち
た
」
と
嘆
く

の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
被
災
地
の
日
本
人
の
姿
に
、
今
な
お
溌
剌
と
し
て
い
る
「
文
化
」

と
「
教
養
」
の
力
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
日
常
の
営
み
、

す
な
わ
ち
日
常
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
が
、
彼
ら
を
教
養
人
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。 

共
同
研
究
者
で
あ
る
平
井
将
吾
は
高
専
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
が
、
震
災
後
の
教
養
教
育
に
関

し
て
、
重
要
な
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
、
本
共
同
研
究
の
た
め
の
メ
ー
ル
の
や

り
と
り
で
、
平
井
が
示
し
た
視
点
を
明
示
す
る
。 

 

①
教
養
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、「
想
像
力
を
養
う
」
こ
と
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は

高
専
関
係
者
が
使
う
「
創
造
」
で
は
な
く
、「
想
像
」
で
あ
る
。
見
え
な
い
こ
と
を

想
像
す
る
こ
と
は
、
震
災
で
弱
さ
が
露
呈
し
た
危
機
管
理
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。 

②
専
門
教
育
を
た
だ
深
化
さ
せ
て
い
く
だ
け
で
は
、
問
題
を
生
じ
た
際
に
対
応
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
震
災
で
露
呈
し
て
い
る
。
踏
み
込
ん
で
云
え
ば
、

専
門
教
育
だ
け
で
は
危
機
対
応
が
で
き
な
い
。
特
に
社
会
に
対
す
る
影
響
に
つ
い

て
専
門
家
は
市
民
の
問
い
に
応
え
て
い
な
い
。 

③
教
養
教
育
は
個
人
の
発
達
段
階
に
お
い
て
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単

に
知
識
の
付
与
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
力
を

養
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

④
こ
れ
ま
で
、
戦
後
日
本
の
高
等
教
育
と
り
わ
け
大
学
の
教
養
部
に
お
け
る
教
育
は
、

専
門
教
育
と
の
隔
絶
を
理
由
に
し
て
専
門
課
程
の
教
員
、
学
生
か
ら
も
軽
視
さ
れ
、

思
考
を
と
も
な
う
教
育
が
行
わ
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
た
。 

⑤
知
識
を
付
与
す
る
こ
と
を
一
般
科
目
に
求
め
る
傾
向
は
高
専
に
お
い
て
も
あ
り
、

英
語
の
学
力
、
数
学
・
理
科
科
目
に
対
す
る
も
の
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。 

⑥
受
動
的
な
学
習
で
は
想
像
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
自
明
な
こ
と
で
あ

り
、
能
動
的
な
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
受
動
的
な
学
習
に
よ

っ
て
獲
得
し
た
知
識
は
そ
れ
以
上
の
広
が
り
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。 

⑦
困
難
な
状
況
に
立
ち
向
か
う
力
は
、
パ
ワ
ー
だ
け
で
は
な
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
に
有
用
と
な
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力

は
危
機
管
理
上
重
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
専
門
深
化
す
る
だ
け
で
は

得
ら
れ
ず
、
教
養
教
育
に
よ
っ
て
想
像
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

以
上
の
平
井
の
視
点
は
、
半
世
紀
前
に
信
濃
の
教
員
に
説
か
れ
た
唐
木
の
視
点
と
、

奇
妙
に
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
平
井
の
言
う
「
見
え
な
い
こ
と
を
想

像
す
る
こ
と
」
は
、
唐
木
の
「
直
接
に
は
用
立
た
な
い
が
、
い
つ
か
は
用
立
つ
も
の
、

実
は
眼
に
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
用
だ
っ
て
い
る
も
の
、
い
わ
ば
底
力
を
身
に
つ
け
る
た

め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
」
と
い
う
視
点
と
同
様
の
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
唐
木
の
「
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
問
を
、
忍
耐
し
て
問
い
つ
づ
け
る

こ
と
、
問
い
に
問
う
よ
り
外
に
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
答
は
、
他
か
ら
は
与
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
与
え
ら
れ
た
答
は
、
実
は
答
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
い
う
視
点

と
、
平
井
の
③
～
⑥
ま
で
の
主
張
は
全
く
合
致
し
て
い
る
。
い
ま
少
し
言
え
ば
、
唐
木

の
主
張
を
、
高
専
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
平
井
は
、
今
日
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
か
つ
、
高

専
と
い
う
教
育
機
関
に
お
い
て
の
教
養
教
育
軽
視
と
い
う
歴
史
的
問
題
を
明
確
に
し
て

い
る
。 

教
養
教
育
に
携
わ
る
教
員
自
体
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
大
い
に

疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
で
も
あ
る
。
学
校
の
「
勉
強
」
が
、
つ
ま
り

レ
ポ
ー
ト
作
成
や
予
習
・
復
習
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
、「
能
動
的
な
学
習
」

で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
想
像
し
た
こ
と
が
あ
る
教
員
が
、
ど
の
く
ら
い
の

数
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

 

富
野
由
悠
季
氏
が
、「
想
像
力
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
想
像
し
て
く
だ

さ
い
。
」
と
い
う
発
言
を
、
一
五
年
ほ
ど
前
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
Ｏ
Ｖ
Ａ
「
ガ

ー
ゼ
ィ
の
翼
」
の
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ
ス
ク
三
枚
目
の
特
典
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
収
め
ら
れ
て

い
た
。 

富
野
氏
は
、「
ゲ
ー
ム
世
代
の
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
が
登
場
人
物
を
描
く
際
、
常
に
平
板
な

足
場
に
い
る
よ
う
に
し
か
描
け
な
い
」
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
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フ
ィ
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
進
化
し
て
も
、
対
戦
ゲ
ー
ム
の
足
場
は
い
つ
も
平
地
で
あ
る
」

こ
と
が
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
の
想
像
力
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。 

そ
の
一
例
と
し
て
、
急
で
足
場
の
悪
い
坂
道
に
立
つ
登
場
人
物
の
自
然
な
身
体
を
描

け
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
た
。 

自
分
の
日
常
の
認
識
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
た
上
で
、
そ
の
認
識

を
超
え
た
「
想
像
力
」
を
駆
使
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
先
の

「
想
像
力
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
発
言

を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
富
野
氏
の
指
摘
は
、
今
後
の
教
養
教
育
を
考
え
て
い
く
際
に
、

わ
た
く
し
た
ち
教
員
が
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
示
唆
で
あ
る
と
言
え
る
。 

平
井
の
主
張
の
通
り
、「
能
動
的
な
学
習
」
と
い
う
の
は
、
な
に
も
書
物
や
学
校
で
の

「
勉
強
」
や
、
日
常
の
延
長
線
上
の
事
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
限
ら
れ
て

も
な
ら
な
い
。
富
野
氏
の
言
う
「
想
像
力
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
想
像

し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
は
、
「
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と

し
て
の
教
養
」
と
い
う
問
題
を
考
え
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
被
災
地

の
方
々
の
姿
は
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
自
身
の
猛
省
を
促
し
て
い
る
。 

 

 

四
． 

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
し
て
の
「
教
養
」
Ⅱ 

 

学
生
た
ち
へ
教
養
教
育
を
行
う
教
員
は
、「
災
厄
に
耐
え
う
る
教
育
」
実
現
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
勉
強
を
し
て
ゆ
く
べ
き
か
。
前
節
の
冒
頭
で
投
げ
か
け
た
疑
問
に
つ
い
て
、

震
災
後
と
い
う
時
間
軸
の
上
で
、
も
し
く
は
猛
省
の
契
機
と
し
て
、
再
び
、
唐
木
氏
の

文
章
を
採
り
上
げ
た
い
。
以
下
の
引
用
は
、
前
節
の
引
用
部
に
直
結
す
る
。 

 

各
自
が
め
い
め
い
問
を
持
続
し
つ
づ
け
れ
ば
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
共
通
の
道

が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
、
真
剣
に
考
え
つ
づ
け
れ

ば
、
次
第
に
道
は
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
い
う
問
の
持
続
を
前

提
と
し
た
上
で
、
な
お
「
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
も
の
」
で
あ
る
。
私
は
こ
の
先

達
の
一
人
と
し
て
藤
森
省
吾
先
生
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
先
生
の
提
唱
し
た
三

種
の
勉
強
と
い
う
方
法
を
思
い
か
え
し
て
い
る
。
（
注
七
） 

  

唐
木
氏
は
こ
れ
か
ら
藤
森
氏
の
提
唱
し
た
「
三
種
の
勉
強
」
を
紹
介
す
る
の
だ
が
、

あ
く
ま
で
「
各
自
が
め
い
め
い
問
を
持
続
し
つ
づ
け
」
る
こ
と
を
「
前
提
」
と
し
て
い

る
点
も
見
逃
さ
な
い
で
欲
し
い
。
唐
木
氏
は
、「
知
識
の
付
与
」
を
、
目
的
と
し
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
「
各
自
が
め
い
め
い
」
で
、
「
能
動
的
な
学
習
」
へ
の
意
志
を
忘
れ
な

い
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
外
す
と
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
自
身
の
「
エ
ク

サ
サ
イ
ズ
」
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
し
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
自
身
の
「
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
と
し
て
の
教
養
」
に
も
決
し
て
結
び
つ
か
な
い
と
考
え
る
。 

 

朝
は
修
養
書
、
放
課
後
は
教
科
の
研
究
、
夜
は
根
柢
的
な
学
問
、
そ
う
い
う
三

種
の
勉
強
で
あ
る
。
確
か
さ
と
豊
か
さ
の
た
め
の
勉
強
と
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

確
か
さ
の
勉
強
と
し
て
哲
学
及
び
数
学
、
豊
か
さ
の
そ
れ
と
し
て
典
籍
及
び
文
学

が
配
当
さ
れ
て
い
る
。
（
注
八
） 

  

唐
木
氏
の
紹
介
す
る
「
三
種
の
勉
強
」
は
、
高
専
教
員
に
と
っ
て
即
座
に
首
肯
で
き

る
内
容
で
は
な
い
が
、
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。 

何
故
な
ら
ば
、
震
災
後
の
現
在
ほ
ど
、「
確
か
さ
と
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し

た
ち
教
員
も
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
員
各
自
の
専
門
分
野
の

み
な
ら
ず
、
他
分
野
で
あ
る
学
問
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
が
、
説
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
唐
木
氏
は
、
以
下
の
よ
う
な
小
学
校
校
長
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

私
の
知
っ
て
い
る
あ
る
校
長
は
諏
訪
の
山
奥
の
小
学
校
を
教
育
道
場
と
心
得
、

そ
こ
へ
来
る
若
い
教
師
た
ち
の
た
め
に
、
五
カ
年
計
画
の
勉
強
表
を
作
っ
て
、
自

ら
そ
の
指
導
に
当
た
っ
た
。
哲
学
、
数
学
、
経
典
、
文
学
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
読

書
計
画
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
数
学
の
最
後
の
年
に
は
、
小

倉
金
之
助
の
『
統
計
法
概
要
』
竹
内
端
三
の
『
高
等
積
分
学
』
そ
れ
に
自
然
科
学

史
が
配
さ
れ
、
文
学
で
は
露
伴
の
『
猿
蓑
集
』
の
注
釈
等
が
配
せ
ら
れ
、
経
典
で

は
『
正
法
眼
蔵
』
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
上
に
各
部
門
の
参
考
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
（
注
九
） 

  

戦
前
に
は
、
小
学
校
の
訓
導
に
お
い
て
も
、
上
記
の
如
き
「
勉
強
」
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
人
を
教
え
る
者
と
し
て
、「
確
か
さ
と
豊
か
さ
」
に
あ
ふ
れ
た

「
勉
強
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
は
な
い
。
ま
し
て
、
多
感
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な
年
齢
層
の
学
生
を
抱
え
る
高
専
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
た
ち
教
員
自
身
が
、
よ
り
能

動
的
に
、
よ
り
確
か
に
、
そ
し
て
よ
り
豊
か
に
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

少
な
く
と
も
、「
教
養
教
育
」
を
担
当
す
る
教
員
は
、
高
専
を
取
り
巻
く
現
実
を
ま
じ

ま
じ
と
見
つ
め
て
、
困
難
な
時
代
を
学
生
に
寄
り
添
っ
て
歩
む
努
力
を
、
意
識
的
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
進
化
す
る
高
専
」
と
は
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
が
、

今
日
に
お
い
て
標
榜
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
た
ち
「
教
養
教

育
」
担
当
教
員
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、「
深
化
す
る
高
専
」
も
標
榜
せ
ね
ば
な
ら
な
い
責

任
が
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
る
。 

 

注 注
一 

二
○
一
二
年
よ
り
、
久
松
を
中
心
に
、
木
更
津
高
専
基
礎
学
系
山
下
哲
、
木
更

津
高
専
Ｏ
Ｂ
平
井
将
吾
と
、
「
教
養
教
育
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
共
同
研
究
を

行
っ
て
お
い
る
。
な
お
本
稿
は
、
日
本
高
専
学
会
第
一
八
回
年
会
・
講
演
会
Ｋ
二
―

一
発
表
資
料
と
し
て
、
加
田
が
執
筆
し
た
小
論
文
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 

注
二
『
探
究
心
に
火
を
つ
け
る
』（
木
更
津
高
専
一
般
教
育
研
究
会
編
、
二
○
○
五
年
。
）

で
は
、
「
教
養
あ
る
技
術
者
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
同
書
第
一
章･

第
二
章
に
あ
た
る
部
分
の
た
た
き
台
と
し
て
久
松
が
執
筆
し
た
草
稿
で
は
、
本
文
中

に
あ
る
よ
う
に
「
教
養
あ
る
市
民
と
し
て
の
専
門
職
業
人
（
技
術
者
）
」
と
い
う
表

現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
久
松
は
、
本
共
同
研
究
打
ち
合
わ
せ
の
メ
ー
ル
で
、
こ
の

箇
所
に
関
し
て
、「
日
本
高
専
学
会
で
も
、
木
更
津
高
専
の
教
育
理
念
検
討
会
で
も
、

と
う
と
う
『
市
民
』
と
い
う
言
葉
は
定
着
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が

『
市
民
』
と
い
う
言
葉
に
少
し
こ
だ
わ
る
の
は
、
『
大
人
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
と
も
関

係
し
て
来
る
か
ら
で
す
が
、
も
う
少
し
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
脈
上
、

『
教
養
あ
る
技
術
者
』
で
大
き
な
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
久
松
の
意
志
を
重
視
し
、
敢
え
て
久
松
が
執
筆
し
た
草
稿
時
の
表
現
を

採
っ
た
。 

注
三 

石
井
清
子
富
野
由
悠
季
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。
富
野
で
す
、
月
刊
ガ
ン
ダ
ム
Ａ
、

一
一
九
号
、
六
○
二
～
六
○
九
頁
、
角
川
書
店
、
二
○
一
一
年
。 

注
四 

高
橋
研
一
、
ゴ
ム
状
硫
黄
の
真
の
色
、
日
本
高
専
学
会
第
一
五
回
年
会
講
演
会

講
演
論
文
集
、
三
～
四
、
二
○
○
九
年
。 

注
五 

加
田
謙
一
郎
、
国
語
教
育
に
お
け
る
論
理
性
・
客
観
性
養
成
の
た
め
の
「
ま
じ

め
さ
」
の
指
導
、
日
本
高
専
学
会
誌
第
六
回
論
文
特
集
号
、
二
九
～
三
四
、
二
○
一

二
年
。 

注
六 

唐
木
順
三
、
直
接
に
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
の
勉
強
に
つ
い
て
、『
朴
の
木 

人

生
を
考
え
る
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
。
初
出
は
一
九
五
七
年
、
「
信
濃
教

育
」
に
掲
載
さ
れ
た
。 

注
七 

注
六
と
同
じ
。 

注
八 

注
六
と
同
じ
。 

注
九 

唐
木
順
三
、
読
書
の
緒
に
つ
く
と
い
う
こ
と
、
『
朴
の
木 

人
生
を
考
え
る
』
、

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
。
初
出
は
一
九
五
二
年
と
あ
る
が
初
出
誌
は
不
明
。

な
お
「
あ
る
校
長
」
と
は
文
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
三
種
の
勉
強
」

を
提
唱
し
た
、
諏
訪
郡
泉
野
小
学
校
校
長
（
一
九
二
八
年
赴
任
）
で
あ
っ
た
藤
森
省

吾
氏
で
あ
る
と
推
測
す
る
。 
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