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『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
教
材
本
文

五

味

渕

典

嗣

１

は
じ
め
に

問
題
の
所
在

高
等
学
校
用
国
語
科
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

『

こ
こ
ろ』

の
本
文
が
、
教
科
書
ご
と
に
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
高
山
実
佐
の
詳
し
い
調
査
に
よ
れ
ば
、
教
材
と
し
て
の
初
出
で
あ
る
一
九
五
六
年
の
清
水
書
院
版
以
降
、
そ
れ
な
り
に
曲
折
の
あ
っ

た
採
録
部
分
は
、
現
在
、
下

(｢

先
生
の
遺
書｣)

第
四
十
章
の
図
書
館
の
場
面

(

例
の
決
め
ゼ
リ
フ

｢

精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
、
ば

か
だ｣

に
連
な
る
と
こ
ろ
だ)

か
ら
、
下
四
十
八
章

｢

Ｋ｣
の
自
殺
の
場
面
を
中
心
と
す
る
か
た
ち
に
落
ち
着
い
て
い
る

(

１)

。
し
か
し
、
教
材
本

文
を
ど
こ
か
ら
始
め
ど
こ
で
終
え
る
か
は
、
版
元
の
方
針
や
教
科
書
ご
と
の
ね
ら
い
に
よ
っ
て
、
い
ま
な
お
相
当
の
違
い
が
あ
る
。

現
行
の
教
科
書
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。
あ
る
教
科
書
は
、
下
三
十
三
章
、｢

私｣
(

＝

｢

先
生｣)

が
砲
兵
工
廠
の
裏
手
で

｢

Ｋ｣

と

｢

お

嬢
さ
ん｣

に
鉢
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
幕
を
開
き
、
別
の
教
科
書
は
下
三
十
五
章
、
年
明
け
の
カ
ル
タ
取
り
で

｢

お
嬢
さ
ん｣

が
あ
か
ら
さ
ま
に

｢

Ｋ
に
加
勢｣

す
る
シ
ー
ン
を
冒
頭
に
据
え
て
い
る
。
下
三
十
六
章
、｢

Ｋ｣

の｢

お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
せ
つ
な
い
恋｣

の
告
白
か
ら
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
に
ス
タ
ー
ト
す
る
教
科
書
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
そ
の
シ
ー
ン
を
飛
ば
し
て
、
先
述
の
下
四
十
章
か
ら
入
る
教
科
書
も
あ
る
。
教
材
と
し
て

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
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の
終
わ
り
方
に
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
下
四
十
八
章
、｢

私｣

が

｢

Ｋ｣

の
部
屋
の

｢

襖
に
ほ
と
ば
し
る
血
潮｣

を
目
に
す
る
と
こ
ろ

ま
で
を
採
る
教
科
書
が
多
い
な
か
で
、
あ
る
教
科
書
は
、
下
四
十
九
章
の
途
中
、
死
体
を
前
に
逡
巡
す
る

｢

私｣

の
姿
を
読
者
に
印
象
づ
け
、

別
の
教
科
書
は
、
同
じ
く
下
四
十
九
章
の
末
尾
、｢

Ｋ｣

の
自
殺
を

｢

奥
さ
ん｣

に
報
告
す
る
シ
ー
ン
ま
で
を
収
録
し
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
現
状
を
確
か
め
た
わ
た
し
は
、
何
と
も
複
雑
な
感
慨
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
伊
藤
氏
貴
は

｢

活
字
離
れ
文
学
離
れ
が
言
わ

れ
る
中
で
、
文
系
の
人
間
な
ら
誰
で
も
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
数
少
な
い
作
品
と
し
て

『

こ
こ
ろ』

は
共
通
財
産
と
な
っ
て
い
る｣

と
述
べ
た
が
、

本
当
に
そ
う
言
え
る
の
か

(
２)

。
本
文
が
こ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
、
教
室
で
同
じ

『

こ
こ
ろ』

を
読
ん
だ
／
読
ん
で
き
た

と
思
え
る
の
か
。『

こ
こ
ろ』
が
、
芥
川
龍
之
介

『

羅
生
門』

と
並
ん
で
、
日
本
列
島
の
高
等
学
校
の
ほ
と
ん
ど
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
教
材
で

あ
る
こ
と
は
誰
も
が
知
る
通
り
で
あ
る
。
高
校
二
年
次
の
後
半
で
扱
わ
れ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
生
徒
の
進
路
に
よ
っ
て
は
、
小
説
の
言
葉
と

時
間
を
か
け
て
向
き
合
う
最
後
の
経
験
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
教
材
で
あ
る
。
し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
、
何
か
の
き
っ
か
け
や
促
し
な

し
に
は
、
小
説
の
全
文
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
教
材
で
も
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
教
材
と
し
て
の
本
文
が
、｢

Ｋ｣

の
遺
書
を

読
ん
で

｢

助
か
っ
た｣

と
思
い
、
そ
っ
と
遺
書
を
元
に
戻
す

｢

私｣

を
描
い
た
場
面
で
終
わ
る
の
か
、｢

Ｋ｣

の
死
体
の
傍
ら
で
一
夜
を
過
ご

し
、｢

永
久
に
暗
い
夜
が
続
く
の
で
は
な
い
か｣

と
戦
く

｢

私｣

の
姿
を
刻
み
つ
け
て
終
わ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
る
で
一
瞬
で
す
べ
て
を
理

解
し
た
か
の
よ
う
に

｢

不
慮
の
事
故
な
ら
仕
方
が
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か｣

と

｢

私｣

を
慰
撫
す
る

｢

奥
さ
ん｣

の
言
葉
で
幕
が
引
か
れ
る

か
で
、
立
ち
上
が
っ
て
く
る
物
語
の
印
象
は
明
ら
か
に
異
な
ろ
う

(
３)

。
教
材
本
文
の
前
後
に
付
さ
れ
る

〈

あ
ら
す
じ〉

や
解
説
ま
で
含
め
、
教
材

と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

は
、
明
ら
か
に
異
な
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。

と
は
い
え
わ
た
し
は
、『

こ
こ
ろ』

は
教
科
書
教
材
と
し
て
適
切
で
な
い
と
か
、
採
録
す
る
教
科
書
本
文
を
統
一
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い

で
は
な
い
。
高
橋
広
満
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
曲
が
り
な
り
に
も
半
世
紀
以
上
高
等
学
校
用
教
科
書
の
誌
面
を
占
め
続
け
て
き
た

『

こ
こ
ろ』

は
、
限
ら
れ
た
時
間
で

｢

文
学
を
効
率
よ
く
伝
え
よ
う
と
す
る
教
師
が
、
生
徒
の
反
応
を
も
汲
み
取
り
つ
つ
、
共
同
で
育
ん
で
き
た
真
摯
な
歴

史
の
産
物｣

と
言
え
る
し

(

４)

、
そ
れ
な
り
の
蓄
積
も
個
性
も
あ
る
版
元
ご
と
教
科
書
ご
と
の
編
集
方
針
に
ま
で
容
喙
す
べ
き
で
も
な
い
と
思
う
か

一
四
六



ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
わ
た
し
は
、
研
究
者
や
批
評
家
の
無
頓
着
さ
の
方
を
問
題
に
し
た
い
。
藤
井
淑
禎
が

｢

異
本｣

と
い
う
語
で
表
現
し
て
い

た
よ
う
に
、『

こ
こ
ろ』

の
教
材
本
文
の
複
数
性
自
体
は
、
は
や
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

(

５)

。
教
科
書
本
体
や
教
師
用
指
導
書
の
作
成
に
携
わ
っ

た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
彼
ら
彼
女
ら
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
小
説
を
め
ぐ
る
名
高
い
論
争
の
契
機
と
な
っ
た
論
文
の
一
つ
は
、

執
筆
者
の
高
等
学
校
時
代
の
教
室
の
記
憶
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

(

６)

。
な
ら
ば
ど
う
し
て
、
教
室
で
読
む

『

こ
こ
ろ』

の
本

文
の
多
様
性
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
教
室
で
の
解
釈
の
差
異
が
、
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
教
科
書
教
材
は
、
そ
れ
ぐ
ら
い
テ
ク
ス

ト
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
こ
で
わ
た
し
は
、
教
科
書
教
材
と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

を
一
つ
の
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
、
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

あ
く
ま
で
教
室
で
生
徒
た
ち
に
示
さ
れ
る
本
文
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
考
え
ら
れ
る
か
、
ど
ん
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
か
を
考
え
た
い
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
に
教
材
本
文
以
外
の
部
分
は
参
照
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
教
材
本

文
を
示
す
場
合
は

『

こ
こ
ろ』

、
上
・
中
・
下
の
三
部
か
ら
成
る
小
説
全
体
に
触
れ
る
際
に
は

『

心』

と
表
記
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、

現
在
わ
た
し
が
編
集
に
参
加
し
て
い
る
筑
摩
書
房
版

『

現
代
文
Ｂ』

(

二
〇
一
三
年
検
定
済
教
科
書)

の
本
文
を
対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
採
録

し
た
本
文
を
ど
う
考
え
、
ど
う
読
む
か
を
示
す
こ
と
は
、
わ
た
し
の
立
場
と
し
て
最
低
限
の

〈

製
造
者
責
任〉

を
果
た
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。
教
材
採
録
部
分
以
外
の

『

心』

の
本
文
は
岩
波
書
店
版
全
集

(

一
九
九
三
年)

を
用
い
る
が
、
漱
石
の
原
稿
を
底
本
と
し

た
同
全
集
の
本
文
は
、
文
庫
本
等
で
一
般
に
流
布
し
て
い
る
単
行
本
版
で
の
三
部
構
成

(｢

上

先
生
と
私｣

｢

中

両
親
と
私｣

｢

下

先
生

と
遺
書｣)

を
踏
襲
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
引
用
を
行
う
場
合
に
は
、
単
行
本
版
の
章
番
号
を
基
準
と
し
、
全
集
版
の
章
番
号
を
併
記
す
る
。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
四
七



２

教
室
で
の

『

こ
こ
ろ』

そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
、
教
室
で
い
っ
た
い
何
を
読
ん
で
き
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
小
説
テ
ク
ス
ト

『

心』

の

構
造
的
な
問
題
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

す
で
に
何
人
か
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『

心』

の
語
り
に
は
、
論
理
的
に
は
矛
盾
と
思
え
る
記
述
や
不
自
然
な
空
白
が
多
く
存

在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
九
二
年
の
小
森
陽
一
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
表
層
の
語
り
は
徹
底
し
て

｢

独
我
論｣

的
だ
が
、｢

そ
の
表
層
に

微
細
な
差
異
を
走
ら
せ
る
い
く
つ
か
の
言
葉
た
ち｣

が
、｢

過
剰
さ
と
し
て
の

〈

他
者〉

性
を
喚
起
し
つ
づ
け
る｣

と
書
い
た

(

７)

。
作
中
で

｢

先

生｣

が
語
り
／
書
く
言
葉
の
あ
ち
こ
ち
に
文
脈
と
論
理
の
飛
躍
が
看
取
で
き
る
こ
と
に
注
目
し
た
中
山
昭
彦
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は

｢

代
表

化｣

に
向
か
う
言
説
と
そ
の
言
説
の
異
様
さ
を
露
呈
さ
せ
る
よ
う
な
語
り
と
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が

｢

多
彩
な

〝

闘
争〞

を
繰
り
広
げ｣

て
い
る
、
と
論
じ
て
い
る

(

８)

。
わ
け
て
も
重
要
な
の
は
、
大
野
亮
司
の
所
説
だ
ろ
う
。『

心』

の
物
語
内
容
を

｢〝

死
ぬ〞

こ
と
を
題
材
と
す
る
文

字
表
象
＝

〝

書
か
れ
た
も
の〞

を

〝

読
む〞

こ
と
で
、〝
読
ん
だ〞

者
が
そ
こ
で

〝

書
か
れ
て
い
る〞

〝

死〞

の
主
体
を
内
面
化
し
て

〝

あ
る
特

定
の
主
体〞

と
な
る｣

と
い
う
運
動
の
連
鎖
と
概
括
し
た
大
野
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
に
か
か
る
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
し
て
み

せ
た

(

９)

。
わ
た
し
な
り
に
約
め
て
言
え
ば
、
小
説

『

心』

を
織
り
な
す
二
つ
の
書
き
も
の

(

青
年
に
よ
る

〈

手
記〉

と

｢

先
生｣

に
よ
る

〈

手
紙
＝

遺
書〉)

は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
を
受
容
す
る
か
否
か
と
い
う
選
択
＝
判
断
を
読
む
者
に
不
断
に
強
い
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
一
つ
。
そ
し
て
、
時
間
軸
か
ら
考
え
れ
ば

『

心』

の
最
後
の
語
り
手
と
な
る
青
年
が
、
そ
も
そ
も
い
つ
こ
の

〈

手
記〉

を
書
い
た

か
が
決
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

少
し
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。『

心』

の

〈

手
記〉

も

〈

手
紙
＝
遺
書〉

も
、
一
人
称
の

｢

私｣

に
よ
る
過
去
の
語
り
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
語
ら
れ
た
言
葉
に
は
語
り
手

｢

私｣

に
よ
る
バ
イ
ア
ス
が
か
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢
私｣

の
語
り
に
は

｢

内
容
上
の
論
理
的
飛
躍
や
矛

一
四
八



盾｣
(

大
野)

が
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
青
年
の
語
り
の

〈

い
ま
・
こ
こ〉

が
不
分
明
な
の
で
、
彼
が

｢

先
生｣

の

〈

手
紙
＝
遺

書〉
を
含
む
一
連
の
テ
ク
ス
ト
と
、
い
か
な
る
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
か
が
決
定
で
き
な
い
。
青
年
が

〈

手
記〉

を
書
く
現
在
が

｢

先
生｣

の
死
か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
時
間
が
経
過
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て

｢

上｣
｢

中｣

の
言
葉
の
意
味
合
い
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
な
の
だ
が
、

そ
の
文
脈
が
確
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
加
え
て

｢

先
生｣

は
、

〈

手
紙
＝
遺
書〉

の
末
尾
で

｢

私
が
死
ん
だ
あ
と
で
も
、
妻
が
生
き
て
い
る

以
上
は
、
あ
な
た
か
ぎ
り
に
打
ち
明
け
ら
れ
た
私
の
秘
密
と
し
て
、
す
べ
て
を
腹
の
中
に
し
ま
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い｣

(

下
五
十
六
章)

と

青
年
に
申
し
わ
た
し
て
い
る
。
青
年
か
ら
す
れ
ば
、
生
前
の

｢

Ｋ｣

を
よ
く
知
る
唯
一
の
人
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の

｢

奥
さ
ん｣

＝
静
と
、〈

手

紙
＝
遺
書〉

の
記
述
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
対
話
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
少
な
く
と
も

〈

手
記〉

を
書
く
時
点

ま
で
は
そ
の
遺
言
が
守
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、〈

手
紙
＝
遺
書〉

に
書
か
れ
た

｢

先
生｣

の
言
葉
は
、
い
く
つ
も
の
矛
盾
と
空
白
を

抱
懐
し
た
ま
ま
、
い
わ
ば
宙
吊
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

教
材

『

こ
こ
ろ』

本
文
に
も
、
意
味
の
確
定
が
困
難
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
九
十
章
＝
下
三
十
六
章
、｢

Ｋ｣

の
告
白
を
描
く
場
面
で

あ
る
。私

は
と
う
と
う
な
ぜ
今
日
に
限
っ
て
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
言
う
の
か
と
彼
に
尋
ね
ま
し
た
。
そ
の
時
彼
は
突
然
黙
り
ま
し
た
。
し
か
し
私

は
彼
の
結
ん
だ
口
も
と
の
肉
が
震
え
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
の
を
注
視
し
ま
し
た
。
彼
は
元
来
無
口
な
男
で
し
た
。
平
生
か
ら
何
か
言
お
う

と
す
る
と
、
言
う
前
に
よ
く
口
の
あ
た
り
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
る
癖
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
唇
が
わ
ざ
と
彼
の
意
志
に
反
抗
す
る
よ
う
に
た
や

す
く
開
か
な
い
と
こ
ろ
に
、
彼
の
言
葉
の
重
み
も
籠
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
い
っ
た
ん
声
が
口
を
破
っ
て
出
る
と
な
る
と
、
そ
の
声
に

は
普
通
の
人
よ
り
も
倍
の
強
い
力
が
あ
り
ま
し
た
。

彼
の
口
も
と
を
ち
ょ
っ
と
眺
め
た
時
、
私
は
ま
た
何
か
出
て
く
る
な
と
す
ぐ
感
づ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
は
た
し
て
な
ん
の
準
備
な
の

か
、
私
の
予
覚
は
ま
る
で
な
か
っ
た
の
で
す
。(

九
十
＝
下
三
十
六)

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
四
九



い
つ
も
と
異
な
る

｢

調
子｣

か
ら
、
た
だ
な
ら
ぬ
事
態
の
出
来
を
予
感
に
身
構
え
る

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の

｢

結
ん
だ
口
も
と
の
肉｣

を

｢

注
視｣
す
る
。
そ
れ
が
大
事
な
発
言
を
す
る
際
の
彼
の
癖
だ
と
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
の
一
節
で
は
、
同
じ
瞬
間
が
ど

う
し
て
か

｢
彼
の
口
も
と
を
ち
ょ
っ
と
眺
め
た
時
、
私
は
ま
た
何
か
出
て
く
る
な
と
す
ぐ
感
づ
い
た｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
順
序
が
逆
な
ら

ま
だ
話
は
分
か
る
。｢
Ｋ｣

の

｢

口
も
と｣

を

｢

ち
ょ
っ
と
眺
め｣

て
彼
の
癖
を
思
い
出
し
、
し
げ
し
げ
と

｢

注
視｣

す
る
と
い
う
行
為
の
流

れ
を
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、〈

注
意
深
く
見
つ
め
る〉

＝

｢

注
視｣

と
、〈

ち
ら
と
一
瞥
す
る〉

＝

｢

ち
ょ
っ
と
眺
め
る｣

こ
と

と
を
同
時
に
で
き
る
人
間
を
少
な
く
と
も
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
記
述
は
矛
盾
し
て
い
る
。

大
事
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
言
表
の
ど
ち
ら
を
重
く
取
る
か
で
、
解
釈
の
方
向
性
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
前
者
を
重
視
す
れ

ば

｢

私｣

は

｢

Ｋ｣

の
告
白
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
と
い
う
文
脈
が
作
ら
れ
る
し
、
後
者
に
即
せ
ば
、｢

私｣

が
い
か
に
無
防
備
に

｢

Ｋ｣

に

出
し
抜
か
れ
た
か
が
強
調
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
選
択
＝
判
断
を
行
っ
た
瞬
間
に
、
読
者
は
ど
ち
ら
か
の
言
表
を

〈

読
ま
な
い〉

こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
言
表
は
、
ま
さ
に
排
中
律
的
に
、
両
立
し
得
な
い
異
な
る
二
つ
の
物
語
を
駆
動
さ
せ
て
し
ま
う
。
小
説
と
し
て
の

『

心』

と
は
、
か
く
も
厄
介
な
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
テ
ク
ス
ト
を
教
室
で
読
む
と
き
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
室
で

の
一
斉
授
業
の
空
間
と
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
読
書
の
現
場
で
あ
る
。
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
能
動
的
だ
っ
た
り
そ
う

で
な
か
っ
た
り
す
る
多
く
の
受
け
手
＝
生
徒
た
ち
が
お
り
、
そ
の
二
つ
の
間
で
媒
介
者
・
翻
訳
者
た
る
教
員
が
行
為
す
る
。
教
員
は
、
一
読
者

と
し
て
テ
ク
ス
ト
と
対
話
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
最
終
的
な
言
葉
の
受
け
手
た
る
生
徒
た
ち
と
の
接
触
と
対
話
を

持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
き
に
余
談
を
差
し
挟
み
、
問
い
と
答
え
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
飽
き
や
す

い
の
に
時
折
鋭
い
応
答
を
返
し
も
す
る
生
徒
た
ち
と
、
教
室
の
時
間
を
共
有
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
そ
こ
で
想
像
し
て
み
よ
う
。
か
り
に
、
教
材

『

こ
こ
ろ』

の
語
り
の
戦
略
を
徹
底
し
て
分
析
的
に
読
む
授
業
を
試
み
た
と
し
て
、
ど

一
五
〇



ん
な
教
室
の
風
景
が
立
ち
現
れ
る
だ
ろ
う
か
。
既
述
の
よ
う
に
、〈

手
紙
＝
遺
書〉

の
言
葉
は
疑
う
気
に
な
れ
ば
い
く
ら
も
疑
え
る
も
の
だ
し
、

矛
盾
と
し
か
思
え
な
い
く
だ
り
も
あ
る
。
女
性
に
対
す
る
偏
見
・
学
歴
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
思
い
上
が
り
な
ど
、｢

私｣
(

＝

｢

先
生｣)

の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
バ
イ
ア
ス
も
明
白
だ
。
こ
う
し
た
点
に
い
ち
い
ち
躓
く
こ
と
は
読
者
と
し
て
当
然
の
振
る
舞
い
と
わ
た
し
は
思
う
が
、
教
室

の
場
で

｢

私｣
の
語
り
の
戦
略
と
自
己
合
理
化
の
契
機
だ
と
指
摘
を
重
ね
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
教
室
の
空
気
は
、
ど
ん
ど
ん
殺
伐
た
る
も
の

へ
と
転
化
す
る
は
ず
だ
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
真
面
目
に
授
業
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
、｢

私｣
(

＝

｢

先
生｣)

の
言
葉
を
鵜
呑
み
に

せ
ず
、｢

ま
る
で
他
流
試
合
で
も
す
る
人｣

の
よ
う
に
全
身
で
警
戒
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
的
な
語
彙
を
使
え
ば
、
語
り

手

｢

私｣

に
対
し

〈

探
偵
的〉
に
振
る
舞
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
試
み
に
意
味
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
。
一
人
称
の
語
り
手
を
実
体
化
し
、
そ
の
戦
略
性
を
問
い
直
す
発
想
は
多
く
の

議
論
を
賦
活
し
た
し
、
高
校
生
段
階
ぐ
ら
い
で
人
間
い
ち
ど
は
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
疑
念
を
持
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
立
場
も
見
識
で

は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
い
く
ら
な
ん
で
も
数
時
間
、
長
い
場
合
は
十
数
時
間
を
か
け
て
、
教
室
で
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
集
団
的
修
練
を
さ
せ
る

こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
、
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
信
用
で
き
な
い
語
り
手
の
語
り
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
の
か
、
と
教
室
で
反
問
さ
れ

る
の
が
落
ち
で
あ
る
。

日
本
語
の
近
代
文
学
研
究
・
批
評
は
、
小
説

『

心』

を
新
た
な
理
論
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
す
実
験
台
と
し
て
扱
っ
て
き
た
ふ
し
が
あ
る
。
し

か
し
、
わ
た
し
は
疑
っ
て
い
る
の
だ
が
、
教
科
書
教
材
と
し
て
の

『
こ
こ
ろ』

は
、
そ
う
し
た
研
究
・
批
評
の
議
論
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

決
し
て
分
析
的
に
は
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
授
業
時
間
数
の
制
約
と
い
う
構
造
的
な
問
題
は
決
定
的
だ
。
現
在

の
採
録
範
囲
で
も
、
高
校
の
教
室
で
読
ん
で
い
く
に
は
長
す
ぎ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、〈

恋
愛
と
友
情〉

〈

人
間
へ
の
信
頼〉

〈

過

去
へ
の
悔
恨〉

と
い
っ
た
大
き
な
物
語
を
語
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
や
細
部
に
か
か
る
面
倒
な
問
題
を
考
え
ず
に
済
む
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
物
語
は

(

べ
つ
に
高
校
生
段
階
に
限
ら
ず)
人
間
な
ら
ば
誰
し
も
少
し
は
身
に
覚
え
が
あ
る
、
つ
ま
り
は

世
代
を
越
え
た
共
有
可
能
性
を
前
提
に
で
き
る
話
柄
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
採
録
範
囲
の
差
異
が
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
五
一



教
材

『

こ
こ
ろ』

は
、
教
室
向
け
の
物
語
へ
と
翻
案
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
。
い
さ
さ
か
挑
発
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、『

こ
こ
ろ』

と
は
、

詳
し
く
は
読
ま
な
い
と
い
う
読
み
方
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
き
た
教
材
な
の
で
あ
る
。

３

聞
か
な
い
聞
き
手
の
語
り

教
室
で
の

『

こ
こ
ろ』
は
、
読
ま
な
い
こ
と
に
お
い
て
読
ま
れ
て
き
た
と
書
い
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
あ
り
方

が
、
教
材
本
文
で
の

｢

私｣
(

＝
｢

先
生｣)

の
姿
勢
・
態
度
と
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
下
三
十
六
章
＝
九
十
章
、
さ
き
の
引
用
に
続
く

場
面
を
見
れ
ば
よ
い
。

し
か
し
そ
の
先
を
ど
う
し
よ
う
と
い
う
分
別
は
ま
る
で
起
こ
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
起
こ
る
だ
け
の
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は

腋
の
下
か
ら
出
る
気
味
の
悪
い
汗
が
シ
ャ
ツ
に
し
み
と
お
る
の
を
じ
っ
と
我
慢
し
て
動
か
ず
に
い
ま
し
た
。
Ｋ
は
い
つ
も
の
と
お
り
重
い
口

を
切
っ
て
は
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
自
分
の
心
を
打
ち
明
け
て
ゆ
き
ま
す
。
私
は
苦
し
く
っ
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
恐
ら
く
そ
の
苦
し
さ

は
、
大
き
な
広
告
の
よ
う
に
、
私
の
顔
の
上
に
は
っ
き
り
し
た
字
で
貼
り
付
け
ら
れ
て
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。
い
く
ら
Ｋ
で
も

そ
こ
に
気
の
つ
か
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
す
が
、
彼
は
ま
た
彼
で
、
自
分
の
こ
と
に
一
切
を
集
中
し
て
い
る
か
ら
、
私
の
表
情
な
ど
に
注
意

す
る
暇
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
の
自
白
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
同
じ
調
子
で
貫
い
て
い
ま
し
た
。
重
く
て
の
ろ
い
代
わ
り
に
、
と
て

も
容
易
な
こ
と
で
は
動
か
せ
な
い
と
い
う
感
じ
を
私
に
与
え
た
の
で
す
。
私
の
心
は
半
分
そ
の
自
白
を
聞
い
て
い
な
が
ら
、
半
分
ど
う
し
よ

う
ど
う
し
よ
う
と
い
う
念
に
絶
え
ず
か
き
乱
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
細
か
い
点
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
耳
へ
入
ら
な
い
と
同
様
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
彼
の
口
に
出
す
言
葉
の
調
子
だ
け
は
強
く
胸
に
響
き
ま
し
た
。(

下
三
十
六
＝
九
十)

一
五
二



松
沢
和
宏
は
、｢

先
生
の
語
り｣

は

｢

Ｋ
の
告
白
の
言
葉
を
、
話
法
の
直
接
間
接
を
問
わ
ず
、
引
用
す
る
こ
と
を
徹
頭
徹
尾
拒
ん
で｣

い
る

と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
と
き
の

｢

先
生
は
Ｋ
を

｢

冷
た
い
眼
で
研
究｣

(

上
七)

す
る
余
裕
な
ど
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た｣

と

意
味
づ
け
て
い
る

(�)
。
だ
が
、
改
め
て
引
用
文
を
見
直
せ
ば
、｢

余
裕｣

が
な
い
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
だ
け
は
ま
る
で

｢

Ｋ｣

の

癖
が
転
移
し
た
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
に

｢

口
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
る
働
き
さ
え｣

な
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

｢

私｣

は
、
よ
う
や
く

｢

人
間

ら
し
い
気
分
を
取
り
戻
し｣

た
あ
と
も
、｢

Ｋ｣

が
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
を
ま
る
で
聞
い
て
い
な
か
っ
た
。
読
ま
れ
る
よ
う
に
、｢

腋
の
下
か
ら

出
る
気
味
の
悪
い
汗
が
シ
ャ
ツ
に
し
み
と
お
る｣

さ
ま
、
自
分
の
苦
し
さ
が

｢

大
き
な
広
告
の
よ
う
に
、
私
の
顔
の
上
に
は
っ
き
り
し
た
字
で

貼
り
付
け
ら
れ
て
あ
っ
た
ろ
う｣

と
い
う
自
覚
な
ど
、
聞
く
身
体
の
あ
り
よ
う
は
逐
一
実
況
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
は

｢

私｣

の
人
間
観
を
考

え
る
手
掛
か
り
と
し
て
の
ち
に
詳
述
す
る
が
、
ま
ず
は

｢

重
い
口
を
切
っ
て
は
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
自
分
の
心
を
打
ち
明
け
て｣

い
っ
た
と
い

う

｢

Ｋ｣

の
言
葉
を
、｢

私｣

が
ほ
と
ん
ど
記
憶
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
間
接
話
法
の
語
り
で
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
何

し
ろ

｢

私｣

が
明
確
に
覚
え
て
い
る
の
は
、｢
Ｋ｣

が
恋
の
告
白
を
し
た
こ
と
と

｢

彼
の
口
に
出
す
言
葉
の
調
子｣

だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
な
り

の
決
意
と
時
間
を
か
け
て
、
絞
り
出
す
よ
う
に
語
ら
れ
た

｢

Ｋ｣

の

｢

心｣

の
言
葉
を
、｢

私｣

の

｢

心｣

は
ろ
く
に
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

同
様
の
場
面
は
他
に
も
あ
る
。｢

Ｋ｣

に
先
ん
じ
た
つ
も
り
で

｢

奥
さ
ん｣

に
結
婚
の
申
し
込
み
を
し
た
後
、
そ
れ
が
い
つ

｢

お
嬢
さ
ん｣

に
伝
わ
る
の
か
と
焦
慮
に
駆
ら
れ
て
二
度
目
の
直
談
判
を
開
い
た

｢

私｣

は
、
い
ざ
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
段
に
な
る
と

｢

何
だ
か
落
ち
着
い
て

い
ら
れ
な
い
よ
う
な
気｣

に
な
っ
て
、
ず
ん
ず
ん
と
外
に
出
て
し
ま
う

(

下
四
十
五
＝
九
十
九)

。｢

私｣

は
、
肝
腎
な
こ
と
を
見
て
も
聞
い
て

も
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で

〈

手
紙
＝
遺
書〉

の

｢

私｣

は
、｢
Ｋ｣

と
の
や
り
と
り
を
競
争
の
語
彙
へ
と
変
換
し
つ
つ
想
起
す
る
。

｢

Ｋ｣

が
ど
ん
な
理
屈
で
、
ど
ん
な
言
い
ま
わ
し
で
彼
の

｢

心｣

を
語
っ
た
か
は

｢

私｣

の
関
心
事
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、｢

Ｋ｣

に
不
意
を

打
た
れ
た
こ
と
を
悔
や
む

｢

私｣

は
、｢

な
ぜ
さ
っ
き
Ｋ
の
言
葉
を
遮、
っ、
て、
、
こ
っ
ち
か
ら
逆
襲
し
な
か
っ
た
の
か｣

(

下
三
十
七
＝
九
十
一)

と
さ
え
語
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
五
三



下
四
十
章
＝
九
十
四
章
か
ら
始
ま
る

｢

Ｋ｣

の
第
二
の
告
白
は
、
今
度
こ
そ
は
絶
対
に
負
け
ら
れ
な
い
と
意
識
し
た

｢

私｣

が
再
戦
に
臨
ん

だ
場
面
で
あ
る
。

…
…
彼
は
私
に
向
か
っ
て
、
た
だ
漠
然
と
、
ど
う
思
う
と
言
う
の
で
す
。
ど
う
思
う
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
恋
愛
の
淵
に
陥
っ
た
彼
を
、

ど
ん
な
目
で
私
が
眺
め
る
か
と
い
う
質
問
な
の
で
す
。
一
言
で
言
う
と
、
彼
は
現
在
の
自
分
に
つ
い
て
、
私
の
批
判
を
求
め
た
い
よ
う
な
の

で
す
。[

略]

私
が
Ｋ
に
向
か
っ
て
、
こ
の
際
な
ん
で
私
の
批
評
が
必
要
な
の
か
と
尋
ね
た
時
、
彼
は
い
つ
も
に
似
な
い
悄
然
と
し
た
口
調

で
、
自
分
の
弱
い
人
間
で
あ
る
の
が
実
際
恥
ず
か
し
い
と
言
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
迷
っ
て
い
る
か
ら
自
分
で
自
分
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
私
に
公
平
な
批
評
を
求
め
る
よ
り
他
に
し
か
た
が
な
い
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
す
か
さ
ず
迷
う
と
い
う
意
味
を
聞
き
た
だ

し
ま
し
た
。
彼
は
進
ん
で
い
い
か
退
い
て
い
い
か
、
そ
れ
に
迷
う
の
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。
私
は
す
ぐ
一
歩
先
へ
出
ま
し
た
。
そ
う
し
て
退

こ
う
と
思
え
ば
退
け
る
の
か
と
彼
に
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
彼
の
言
葉
が
そ
こ
で
不
意
に
行
き
詰
ま
り
ま
し
た
。
彼
は
た
だ
苦
し
い
と
言
っ

た
だ
け
で
し
た
。
実
際
彼
の
表
情
に
は
苦
し
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
あ
り
と
見
え
て
い
ま
し
た
。(

下
四
十
＝
九
十
四)

対
手
の
一
挙
手
一
投
足
に
お
さ
お
さ
注
意
を
怠
ら
ず
、
駆
け
引
き
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
じ
っ
と
窺
う

｢

私｣

の
抜
け
目
な
さ
が
印
象
的
な
場
面

だ
が
、
こ
の
部
分
に
刻
ま
れ
た

｢

私｣

と

｢

Ｋ｣

と
の
会
話
の
痕
跡
に
注
目
し
た
い
。｢

Ｋ｣

が
発
話
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
を
並
べ
て
み
る
。

｢

ど
う
思
う｣

｢

自
分
の
弱
い
人
間
で
あ
る
の
が
じ
っ
さ
い
恥
ず
か
し
い｣

｢

迷
っ
て
い
る
か
ら
自
分
で
自
分
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た｣

の
で

｢

公
平
な
批
評
を
求
め
る
よ
り
し
か
た
が
な
い｣

｢

進
ん
で
い
い
か
退
い
て
い
い
か
、
そ
れ
に
迷
う
の
だ｣

｢

苦
し
い｣

…
…
。
で
は
、

｢

私｣

は
ど
う
応
答
し
て
い
た
か
。
こ
の
時
点
で
の

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の
問
い
か
け
に
答
え
て
い
な
い
。
は
ぐ
ら
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意

味
か
と
反
問
し
、
い
ち
い
ち
言
葉
尻
を
捕
ら
え
て
混
ぜ
か
え
す
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
は
自
ら
の
手
中
に
あ
る
言
葉
の
武
器
た
る
一
言
を
有
効

に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
戦
略
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
も
し

〈

聞
く〉
と
い
う
行
為
が
、
単
に
相
手
か
ら
発
せ
ら
れ
た
音
声
を

一
五
四



耳
に
入
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
な
ら
ば
、
具
体
的
な
関
係
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
語
を
脳
裏
に
と
ど
め
、
た
と
え
不
十
分
で
も
文
脈
を
踏
ま
え

て
内
在
的
に
理
解
を
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の
言
葉
を
本
当
に
は
聞
い
て
い
な
い
。
そ
も
そ

も

〈

駆
け
引
き〉

と
は
、
自
分
以
外
の
他
者
を
い
か
に
自
分
の
思
う
と
お
り
に
動
か
す
か
、
そ
の
こ
と
で
自
分
が
他
者
に
対
し
て
い
か
に
優
位

に
立
つ
か
を
目
途
し
て
行
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の
再
度
の
告
白
と
向
き
合
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
お
そ
ら
く

｢

私｣

は
な
ぜ

｢

Ｋ｣

が
再
び
意
を
決
し
て
声
を
掛
け
て
き
た
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
図
書
館
で

｢

Ｋ｣

の
様
子
を
、｢

上
半
身
を
机
の
上
に
折
り
曲
げ｣

、
ま
る
で
彼
が
自
分
に
の
し
か
か
っ
て
来
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
た

｢

私｣

は
、
い
か
に
も
唐

突
な

｢

Ｋ｣

の
振
る
舞
い
に
と
ま
ど
い
、
警
戒
心
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た

(｢

な
ん
だ
か
Ｋ
の
胸
に
一
物
が
あ
っ
て
、
談
判
で
も
し
に
来
ら
れ

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
か
た
が
な
い
の
で
す｣

下
四
十
＝
九
十
四)

。
し
か
し
、｢

Ｋ｣

は
、
大
学
で

｢

私｣

と
同
じ
授
業
を
受
け
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
も
し
違
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
ど
う
し
て

｢

Ｋ｣

は
図
書
館
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
彼
は
、｢

私｣

を
探
し
て
い

た
の
だ
っ
た
。
文
脈
を
た
ど
り
直
せ
ば

｢

Ｋ｣
は
、｢

私｣

に
ず
っ
と
言
わ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
告
白
を
め
ぐ
っ
て

｢

も
っ
と

詳
し
い
話
を
し
た
い｣

(

下
三
十
八
＝
九
十
二)

と
呼
び
か
け
ら
れ
、
い
っ
た
い
そ
の

｢

恋
を
ど
う
扱
う
つ
も
り
か｣

(

下
三
十
九
＝
九
十
三)

と
問
い
つ
め
ら
れ
、｢

隠
し
立
て
を
し
て
く
れ
る
な
、
す
べ
て
思
っ
た
と
お
り
を
話
し
て
く
れ｣

(

同)

と
急
き
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
ん
な

｢

Ｋ｣

が
意
図
的
に

｢

隠
し
立
て｣

な
ど
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。｢

自
分
の
矛
盾
な
ど
を
ひ
ど
く
非
難
さ
れ
る
場
合
に

は
、
け
っ
し
て
平
気
で
い
ら
れ
な
い
質｣

(

下
四
十
二
＝
九
十
六)
だ
っ
た
と
い
う

｢

私｣

の
観
察
が
正
し
い
な
ら
ば
、
た
ぶ
ん
彼
は
、｢

私｣

が
突
き
つ
け
た
問
い
と
向
き
合
う

｢

覚
悟｣

を
よ
う
や
く
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

｢

Ｋ｣

は
、
い
つ
に
な
く
率
直
に

｢

思
っ
た
と
お

り｣

の
こ
と
を
口
に
し
た
。
自
分
に
は
何
も
隠
し
立
て
を
す
る
な
、
と
い
う

｢
私｣

の
言
葉
を
受
け
止
め
て
、
思
い
迷
い
を

｢

正
直｣

に
吐
露

し
て
み
せ
た
の
だ
。｢

私｣

と
は
対
照
的
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
と
き
の

｢

Ｋ｣
は

｢
私｣

の
問
い
か
け
を
聞
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
が
、
二

度
目
の
告
白
の
場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
五
五



４
｢

私｣

た
ち
の
失
敗

教
材
と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

は
、
人
間
に
と
っ
て
言
葉
と
は
何
か
を
問
う
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
ひ
と
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
何
か
を
語
り
、

誰
か
に
読
ま
れ
る
も
の
と
思
っ
て
紙
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
上
に
長
々
と
文
を
連
ね
る
。
だ
が
、
電
気
的
な
信
号
や
神
経
生
理
学
的
な
刺
激
を

や
り
と
り
し
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ひ
と
は
声
や
記
号
で
何
を
交
換
し
合
っ
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
他
者
の
言

葉
の
何
を
聞
き
、
何
を
読
ん
で
い
る
の
か
。

樫
村
愛
子
は
、
精
神
分
析
の
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
底
的
・
存
在
論
的
な
条
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。｢

無
目
的
で
、｢
あ
た
か
も
欲
動
に
の
み
奉
仕
す
る｣

か
の
よ
う
な
冗
長
な
会
話
こ
そ
が
、
単
に
快
感
を
与
え
る
だ
け
で
な

く
、
他
者
に
開
か
れ
、｢

他
者
と
共
に
あ
る｣
感
触
を
与
え
、
自
己
を
贈
与
さ
れ
る
原
初
的
な
存
在
感
を
可
能
に
す
る｣

、｢

会
話
や
言
語
の
冗

長
性
は
、
単
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
付
帯
物
、
あ
る
い
は
補
助
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、
主
体
を
言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
動
員
す
る

本
質
的
な
要
素
で
あ
る｣ (�)
。
こ
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
ど
う
し
て

｢

Ｋ｣

が

｢

私｣

の
下
宿
に
引
き
移
っ
て
以
降

〈

人
間
ら
し
さ〉

を
獲
得

し
て
い
っ
た
か
を
理
解
で
き
る
。
そ
れ
以
前
の

｢

Ｋ｣

は
、｢
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き｣

と
考
え
、｢

精
進｣

す
る
こ
と
を
第

一
義
と
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
に
と
っ
て
の

〈
意
味〉

や

〈

真
理〉

に
奉
仕
す
る
言
語
世
界
の
中
で
し
か
生
き
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、｢

奥
さ
ん｣
｢

お
嬢
さ
ん｣

と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
お
そ
ら
く
彼
は
自
覚
せ
ぬ
ま
ま
に
、｢

冗
長
な
会
話｣

の
流
れ
に
身
を
委
ね
る
感

覚
、
そ
の
中
で
自
己
自
身
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
て
い
く
感
覚
を
掴
み
か
け
て
し
ま
っ
て
い
た
。
同
志
的
で
も
競
争
的
で
も
あ
っ
た

｢

私｣

と
の

二
者
関
係
で
は
つ
い
ぞ
得
ら
れ
な
か
っ
た

｢｢

他
者
と
共
に
あ
る｣

感
触｣

へ
と
、
開
か
れ
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

『

こ
こ
ろ』

の

｢

私｣

と

｢

Ｋ｣

は
、
確
か
に
面
と
向
か
っ
て
話
は
し
て
い
た
が
、
対
話
し
て
い
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
と
は
い
え
わ

た
し
は
、
二
人
は
も
っ
と
対
手
と
真
摯
に
向
き
合
う
べ
き
だ
っ
た
、
と
説
教
じ
み
た
教
訓
を
語
り
た
い
の
で
は
な
い
。
さ
き
の
議
論
に
従
え
ば
、

一
五
六



人
間
は
意
味
あ
る
や
り
と
り
を
す
る
た
め
に
言
葉
を
交
わ
し
合
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ひ
と
は
言
葉
で
意
思
を
完
全
に
伝
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
と
え
同
意
や
共
感
を
示
す
言
葉
が
往
復
し
て
い
て
も
分
か
り
合
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も

ひ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
場
と
他
な
ら
ぬ
そ
の
言
葉
と
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
再
び
樫
村
を
引
け
ば
、｢

本
人
が
そ
う
と
は
知
ら
な

か
っ
た
意
味
連
関
、
し
か
し
刺
激
さ
れ
れ
ば
容
易
に
、
あ
る
い
は
時
に
は
苦
痛
と
共
に
受
容
さ
れ
る｣

｢

隠
喩｣

の
意
味
作
用
こ
そ
が
、
主
体

を
さ
ら
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
差
し
向
け
る

(�)

。
他
者
か
ら
到
来
す
る
言
葉
が
、
意
味
を
探
り
あ
て
ら
れ
る
べ
き
謎
め
い
た

｢

隠
喩｣

と
し
て
出
会
わ
れ
受
け
取
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
発
見
と
と
も
に
、
主
体
に
お
い
て
新
た
な
思
考
が
始
動
す
る
。

だ
か
ら
ひ
と
は
、
つ
ね
に
遅
れ
て
他
者
の
言
葉
と
出
会
う
の
だ
。
対
話
と
は
、
同
じ
コ
ー
ド
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共
有
す
る
者
ど
う
し
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
や
り
と
り
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
を
始
め
合
う
こ
と
。
テ
ク
ス
ト
で

｢

Ｋ｣

と

｢

私｣

が
交
わ
す
語
が
、
ま
ど
ろ
こ
し
い
ほ
ど
隠
喩
的
な
言
い
ま
わ
し
で
一
貫
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。『

こ
こ
ろ』

の

｢

私｣

が
罪
深

い
の
は
、
単
に

｢

Ｋ｣

の
話
を
聞
か
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。｢

Ｋ｣

の
渾
身
の
言
葉
を
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
記
憶
せ
ず
、
覚
え
て
い
た
言
葉
に

も
立
ち
止
ま
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

私｣

は
、
自
ら
の
言
葉
だ
け
は
対
手
に
轟
か
せ
よ
う
と
す
る
。
記
憶
に
呼
び
か
け
、
言
葉
で
他
者
を
縛
り
、
傷
つ
け
、

操
作
し
よ
う
と
試
み
る
。
た
っ
た
一
人
の
知
己
と
し
て

｢
公
平
な
批
評｣

を
求
め
た
い
と
い
う

｢

Ｋ｣

の
心
願
を
逆
手
に
と
っ
て
、
ま
る
で

｢

Ｋ｣

自
身
の
超
自
我
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な

｢

厳
粛
な
改
ま
っ
た
態
度｣

で
、｢

精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
、
ば
か
だ｣

と
い
う
取
っ

て
お
き
の
言
葉
を
二
度
口
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

｢

Ｋ｣

が
そ
の
言
葉
を
ど
う
聞
い
た
か
を
想
像
す
る
手
間
も
惜
し
ん
で
、
彼
が
口
に
し
た

｢

覚
悟｣

の
一
言
に
過
剰
に
反
応
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
者
を
言
葉
だ
け
で
縛
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら

｢

私｣

は
不
安
に
な
る
の
で
あ
る
。｢

Ｋ｣

が
、｢

私｣

の
敷
い
た
レ
ー
ル
の
外
に
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
意
味
で
、『

こ
こ
ろ』

が

描
い
た
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
誤
解
と
挫
折
の
物
語
だ
っ
た
と
は
言
え
る
。

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
わ
た
し
が
注
目
し
た
い
の
は
、
教
材
と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

が
、｢
私｣

と

｢

Ｋ｣

そ
れ
ぞ
れ
の
変
容
の
契
機
を
含
み

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
五
七



込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
だ
。｢

Ｋ｣

に
つ
い
て
は

｢

お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
せ
つ
な
い
恋｣

に
よ
っ
て
明
白
だ
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
現
象

と
し
て
顕
在
化
し
た
様
態
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
き
の
議
論
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
本
質
的
な
こ
と
は
、｢

私｣

に
負
け
ず
劣
ら
ず

｢

独

我
論｣
的
で
、
む
し
ろ
独
善
的
と
さ
え
言
え
る

｢

徹
底
し
た
ナ
ル
シ
シ
ス
ト｣
(

石
原
千
秋

(�))

だ
っ
た
彼
が
、
言
葉
で
他
者
と
か
か
わ
る
経
験

に
開
か
れ
か
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
限
ら
れ
た
情
報
か
ら

｢

Ｋ｣

の
自
死
の
原
因
を
臆
断
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
だ
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
行
為
が
、｢
私｣

の
も
た
ら
し
た
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
受
け
止
め
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
主
体
性
を
生
き
始
め
て
い
た
は
ず
の
彼
自
身
が
、
そ
の
変
容
の
意
味
と
価
値
を
自
覚
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

で
は
、｢

私｣

の
方
は
ど
う
か
。『『

こ
こ
ろ』

で
読
み
な
お
す
漱
石
文
学』

の
石
原
千
秋
は
、
下
三
十
九
章
＝
九
十
三
章
の
次
の
表
現
に
注

目
し
、｢

先
生
が
、
人
の

｢

言
語
動
作｣

(

外
側
の
自
分)

と

｢

心｣
(

内
側
の
自
分)

と
は
一
致
し
て
い
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か｣

だ
、
と
述
べ
て
い
る

(�)
。

奥
さ
ん
と
お
嬢
さ
ん
の
言
語
動
作
を
観
察
し
て
、
二
人
の
心
が
は
た
し
て
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
お
り
な
の
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
も
み
ま
し

た
。
そ
う
し
て
人
間
の
胸
の
中
に
装
置
さ
れ
た
複
雑
な
機
械
が
、
時
計
の
針
の
よ
う
に
、
明
瞭
に
偽
り
な
く
、
盤
上
の
数
字
を
指
し
得
る
も

の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。

｢

私｣

の
人
間
観
に
か
か
る
重
要
な
指
摘
と
思
う
が
、｢

外
側
の
自
分｣

と

｢

内
側
の
自
分｣

と
が

｢

一
致
し
て
い
る
べ
き
だ｣

と
い
う
当
為

性
を
含
む

｢

倫
理｣

ま
で
読
み
と
れ
る
か
ど
う
か
。
た
だ
し
、『

こ
こ
ろ』
の

｢

私｣

が
、｢

内
側
の
自
分｣

＝

｢

心｣

の
動
き
は
何
ら
か
の
か

た
ち
で
言
動
や
挙
措
動
作
と
し
て
外
在
化
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
強
い
確
信
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の
恋

の
告
白
を
聞
く
自
ら
の
恐
慌
ぶ
り
が

｢

大
き
な
広
告
の
よ
う
に
、
私
の
顔
の
上
に
は
っ
き
り
し
た
字
で
は
り
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
た
ろ
う｣

と
信

じ
て
疑
わ
な
い
し
、
告
白
を
聞
い
て
混
乱
し
た

｢

私｣

は
、
ほ
ん
と
う
に
無
目
的
か
つ
無
方
向
的
に
戸
外
を
さ
ま
よ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
だ

一
五
八



が
、
少
し
考
え
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、｢

Ｋ｣

の
告
白
こ
そ
、
そ
う
し
た
人
間
理
解
が
決
定
的
に
裏
切
ら
れ
る
経
験
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な

ぜ
か
。｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

が
そ
う
し
た
思
い
を

｢

心｣

に
秘
め
て
い
た
こ
と
に
、
何
一
つ
気
づ
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。｢

ど
う
し
て

あ
ん
な
事
を
突
然
私
に
打
ち
明
け
た
の
か
。
ま
た
ど
う
し
て
打
ち
明
け
な
け
れ
ば
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
彼
の
恋
が
つ
の
っ
て
き
た
の
か
、
そ

う
し
て
平
生
の
彼
は
ど
こ
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か｣

(

下
三
十
七
＝
九
十
一)

。｢

私
に
は
彼
が
一
種
の
魔
物
の
よ
う
に
思
え
た｣

と
い
う
記
述
は
、｢
私｣

の
認
識
と
思
考
の
枠
組
み
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
証
左
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

私｣

は
、
基
本
的
な
立
場
を
動
か
し
て
い
な
い
。
二
度
目
の
告
白
の
シ
ー
ン
で

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の
様
子

を
し
げ
し
げ
と
観
察
す
る
こ
と
で
、｢

Ｋ｣

の

｢

心｣

を
読
め
た
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

私
は
ち
ょ
う
ど
他
流
試
合
で
も
す
る
人
の
よ
う
に
Ｋ
を
注
意
し
て
見
て
い
た
の
で
す
。
私
は
、
私
の
目
、
私
の
心
、
私
の
体
、
す
べ
て
私

と
い
う
名
の
つ
く
も
の
を
五
分
の
隙
間
も
な
い
よ
う
に
用
意
し
て
、
Ｋ
に
向
か
っ
た
の
で
す
。
罪
の
な
い
Ｋ
は
穴
だ
ら
け
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
明
け
放
し
と
評
す
る
の
が
適
当
な
く
ら
い
に
無
用
心
で
し
た
。
私
は
彼
自
身
の
手
か
ら
、
彼
の
保
管
し
て
い
る
要
塞
の
地
図
を
受
け
取
っ

て
、
彼
の
目
の
前
で
ゆ
っ
く
り
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
も
同
じ
で
し
た
。(

下
四
十
一
＝
九
十
五)

あ
た
か
も

｢

私｣

は
、｢

Ｋ｣

の

｢

心｣

の
奥
底
ま
で
を
見
通
せ
た
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
彼
の

｢

心｣

を
捕
捉
し
、
支
配
し
た
か
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
だ
が
、
自
分
の
言
葉
が

｢

Ｋ
の
う
え
に
ど
う
影
響
す
る
か｣

を
確
か
め
た
く
て

｢

彼

の
目
づ
か
い
を
参
考
に
し
た
か
っ
た｣

と
い
う

｢

私｣

は
、
ま
る
で
嘘
発
見
器
の
原
理
を
地
で
行
く
か
の
よ
う
に
、
ひ
と
の

｢

心｣

は
そ
の
ひ

と
の
声
や
身
体
か
ら
読
み
出
せ
る
と
い
う
人
間
理
解
を
手
放
し
て
い
な
い
。｢
表
情
か
ら
内
面
に
隠
さ
れ
た
心
を
読
む
と
い
う
発
想
は
、『

こ
ゝ

ろ』

の
書
簡
を
含
む
一
人
称
の
文
体
、
作
品
構
成
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
各
レ
ベ
ル
を
支
配
し
て
い
る｣

と
い
う
佐
藤
泉
の
指
摘
に
従
え
ば

(�)

、
結
句

｢

私｣
(

＝

｢

先
生｣)

は
、〈

手
紙
＝
遺
書〉

の
筆
を
擱
く
瞬
間
ま
で
、｢

心｣

を
読
む
不
可
能
性
に
思
い
到
ら
な
か
っ
た
。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
五
九



『

こ
こ
ろ』

に
お
い
て

｢

Ｋ｣

は
変
わ
り
か
け
て
い
た
が
変
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
も
そ
も

｢

私｣

は
変
わ
ろ
う
と
さ
え
し
な
か
っ
た
。

｢
Ｋ｣
は
過
去
の
自
分
と
の
連
続
性
に
拘
泥
し
、｢

私｣

は
変
化
の
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
に
さ
え
気
づ
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
こ

と
を

〈
成
長〉

や

〈

成
熟〉

と
表
現
す
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
。
ひ
と
の
言
葉
に
よ
く
耳
を
傾
け
よ
う
と
か
、
自
分
勝
手
な
基
準
で
ひ
と
を
判

断
す
べ
き
で
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
訓
戒
に
し
て
も
あ
ま
り
に
子
ど
も
じ
み
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、『

こ
こ
ろ』

の
二

人
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
自
己
に
出
会
え
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
い
っ
た

い
何
を
、
ど
の
よ
う
に
語
る
の
か
。
こ
の
先
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
に
お
い
て
思
考
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
だ
。

[

付
記]

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
東
京
私
学
教
育
研
究
所
文
系
教
科
研
究
会

(

国
語)

で
の
講
演

｢『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難｣

(

二
〇
一
五
年
三
月
二
七

日
、
成
城
中
学
・
高
等
学
校)
で
の
内
容
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
当
日
に
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
先
生
方
に
改
め
て
感
謝
し
た

い
。
な
お
、『

心』

の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
教
科
書
本
文
に
合
わ
せ
、
通
行
の
表
記
に
あ
ら
た
め
て
い
る
。

注

(

１)

高
山
実
佐

｢『

こ
こ
ろ』

の
授
業
再
考｣

(『

日
本
語
学』

23

７
、
二
〇
〇
四
・
七)

。
野
中
潤
は
、
初
め
て

｢

下

先
生
の
遺
書｣

を
抄
録
し
た
一

九
六
三
年
刊
行
の
筑
摩
書
房

『

現
代
国
語
二』

が
、｢

他
の
教
科
書
会
社
が

『

こ
こ
ろ』

を
採
録
す
る
際
の
範
型｣

と
な
っ
た
、
と
す
る

(｢

敗
戦
後
文

学
と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

漱
石
と
教
科
書｣

『

現
代
文
学
史
研
究』

２
、
二
〇
〇
四
・
九)

。

(

２)

伊
藤
氏
貴

｢

こ
こ
ろ
の
教
え
方

高
等
学
校
教
科
書
教
材
と
し
て
の

『

こ
こ
ろ』

の
学
習
目
標

｣
(『

文
芸
研
究』

110
、
二
〇
一
〇
・
三)

。

(

３)

こ
の
部
分
は
、
吉
田
光
氏

(

東
京
都
立
竹
早
高
等
学
校
教
諭)

の
指
摘
と
示
唆
か
ら
着
想
し
た
。
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(

４)

高
橋
広
満

｢

定
番
を
求
め
る
心｣

(『

漱
石
研
究』

６
、
一
九
九
六
・
五)
。

(

５)

藤
井
淑
禎

｢

甦
る

｢

こ
こ
ろ｣

昭
和
三
十
八
年
の
読
者
と
社
会｣

(

有
精
堂
編
集
部
編

『

日
本
文
学
史
を
読
む
Ⅴ

近
代
Ⅰ』

有
精
堂
出
版
、
一
九

九
二)

。

一
六
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(

６)

小
森
陽
一

｢｢

こ
こ
ろ｣

を
生
成
す
る

｢

心
臓

(

ハ
ー
ト)｣

(『

成
城
国
文
学』

１
、
一
九
八
五
・
三)

。
の
ち
に
小
森
は
、｢

こ
の
論
文
の
ベ
ー
ス｣

は

｢

高
校
時
代
の
現
国
の
授
業
に
お
け
る

『

こ
ゝ
ろ』

の
授
業
へ
の
恨
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ｣

て
い
た
、
と
説
明
し
て
い
る

(

小
森
陽
一
・
中
村
三

春
・
宮
川
健
郎
編

『

総
力
討
論

漱
石
の

『

こ
ゝ
ろ』』

(

翰
林
書
房
、
一
九
九
四)

。

(

７)
小
森
陽
一

｢｢

私｣

と
い
う

〈

他
者〉

性

『

こ
ゝ
ろ』

を
め
ぐ
る
オ
ー
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク

｣
(『

文
学』

(

季
刊)

３

４
、
一
九
九
二
・
一

〇)

。

(

８)

中
山
昭
彦

｢
闘
争
す
る
表
象
空
間

『

こ
ゝ
ろ』

論｣
(『

漱
石
研
究』

６
、
一
九
九
六
・
五)

。

(

９)

大
野
亮
司

｢
読
む
・
書
く
・
死
ぬ

夏
目
漱
石

『

こ
ゝ
ろ』

の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

｣
(『

日
本
近
代
文
学』

62
、
二
〇
〇
〇
・
五)

。

(

10)

松
沢
和
宏

｢

沈
黙
す
る
Ｋ

『

こ
ゝ
ろ』

の
生
成
論
的
読
解
の
試
み

｣
(『

文
学』

(

季
刊)

４

３
、
一
九
九
三
・
七)

。

(

11)

樫
村
愛
子

『

ラ
カ
ン
派
社
会
学
入
門

現
代
社
会
の
危
機
に
お
け
る
臨
床
社
会
学』

(

世
織
書
房
、
一
九
九
八)

。

(

12)

注
11
、
樫
村
前
掲
書
。

(

13)

石
原
千
秋

『『

こ
こ
ろ』

で
読
み
な
お
す
漱
石
文
学

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
先
生』

(

朝
日
文
庫
、
二
〇
一
三)

。

(

14)

注
13
、
石
原
前
掲
書
。

(

15)

佐
藤
泉

｢｢

こ
こ
ろ｣

の
時
代
の
特
異
な
正
典｣

(『

国
文
学』

51

３
、
二
〇
〇
六
・
三)

。

『

こ
こ
ろ』

を
読
む
困
難

一
六
一


