
宮崎大学教育文化学部紀要 教育科学 第14号 (2006)65-72頁

宮
崎
県
の
生
活
綴
方
教
師

･
木
村
寿

(六
)

-

井
伏
鱒
二
の

｢か
ば
ん
調
べ
｣
評
を
め
ぐ
っ
て

一
'
井
伏
鱒
二
と
綴
方

｢か
ば
ん
調
べ
｣
(宮
崎
県
東
臼
杵
郡
土
々
呂
小
学
校
)

昭
和
十
年
四
月

一
日
､
雑
誌

『
工
程
』
(椎
の
木
社
)
が
創
刊
さ
れ
た
｡
編

集
兼
発
行
者
は
詩
人
の
百
田
宗
治
で
あ
る
｡
そ
の
創
刊
号
に

｢児
童
文
の
新
採

点
｣
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
た
｡
子
ど
も
が
書
い
た
綴
り
方
を
文

学
者
に

｢採
点
｣
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
創
刊
号
で
は
､
井
伏

鱒
二
､
林
芙
美
子
､
福
田
清
人
が

｢採
点
｣
に
あ
た
っ
て
い
る
｡
そ
の
最
初
に

採
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
､
宮
崎
県
の
生
活
綴
方
教
師

･
木
村
寿
の
指
導
作
品

｢か
ば
ん
調
べ
｣
で
あ
る
｡
作
者
は
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
土
々
呂
小
学
校
三
年
の

吉
井
己
義
､
批
評
者
は
井
伏
鱒
二
で
あ
る
｡

か
ば
ん
調
べ

ママ

尋
三

吉
井
巳
義

僕
は
僕
た
ち
の
生
と
の
か
ば
ん
を
調
べ
ま
し
た
｡

ら
ん
ど
せ
る
を
持
っ
て
ゐ
る
人
は
二
十
六
人
を
り
ま
す
｡
ら
ん
ど
せ
る
の
色

は
土
色
と
黒
色
が
あ
り
ま
す
｡
土
色
は
二
十
四
人
持
っ
て
ゐ
ま
す
｡
黒
色
を
持

T･;,

っ
て
ゐ
る
人
は
た
っ
た
二
人
で
す
｡
黒
色
の
と
､
ね
だ
ん
が
高
い
か
ら
す
く
な

い
の
で
す
｡

ら
ん
ど
せ
る
は
､
牛
や
馬
の
か
は
で
作
っ
て
あ
り
ま
す
｡
馬
の
か
は
は
あ
つ

く
て
牛
の
か
は
は
う
す
い
が
､
牛
の
か
は
の
方
が
つ
よ
い
と
い
ひ
ま
す
｡
そ
の

管

邦

男

ほ
か
'
た
ん
も
ん
が
み
で
作
っ
て
あ
る
の
が
あ
り
ま
す
｡
た
ん
も
ん
が
み
の
上

に
き
れ
を
は
っ
て
ゐ
る
の
で
す
｡

ら
ん
ど
せ
る
の
ね
だ
ん
は
､

一
円
二
十
銭
か
ら
二
円
五
十
銭
ぐ
ら
ひ
ま
で
で

す
｡
僕
は
調
べ
て
見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
｡
あ
ん
な
高
い
ね
だ
ん
の
も
の
を

二
十
四
人
も
持
っ
て
ゐ
る
の
だ
が
と
思
っ
た
か
ら
で
す
.
僕
は

1
円
か
ら
六
十

銭
ぐ
ら
ひ
だ
思
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
す
｡

だ
れ
か
ら
ら
ん
ど
せ
る
を
か
つ
て
も
ら
つ
た
か
と
調
べ
た
ら
､
お
父
さ
ん
か

ら
買
っ
て
も
ら
っ
た
人
は
八
人
お
り
ま
す
｡
ね
え
さ
ん
か
ら
か
つ
て
も
ら
っ
た

人
は
三
人
お
り
ま
す
｡
こ
の
ね
え
さ
ん
た
ち
は
､
遠
い
所
に
は
た
ら
き
に
行
っ

て
お
く
つ
て
く
れ
た
の
で
す
｡
お
母
さ
ん
か
ら
か
つ
て
も
ら
っ
た
人
は
五
人
で

す
｡
そ
し
て
外
の
人
は
､
し
ん
る
ゐ
や
､
お
み
や
げ
に
も
ら
っ
た
人
が
を
る
の

で
す
｡

僕
た
ち
の
せ
き
の
ら
ん
ど
せ
る
は
､
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い
ふ
と
､
延
岡
で

買
っ
て
も
ら
っ
た
人
が
多
く
て
十
四
人
ゐ
ま
す
｡
延
岡
は
町
で
す
か
ら
､
や
す

い
と
思
っ
て
買
ひ
に
行
っ
た
の
で
せ
う
｡
稲
田
君
は
､
あ
ぶ
ら
つ
か
ら
買
っ
て

お
く
つ
て
も
ら
ひ
ま
し
た
｡
お
父
さ
ん
が
は
た
ら
き
に
行
っ
て
ゐ
た
の
で
す
｡

土
々
呂
で
買
っ
た
人
も
お
り
ま
す
｡
大
阪
か
ら
買
っ
て
も
ら
っ
た
人
が

1
人
お

り
ま
し
た
｡
み
ん
な
が
ほ
ん
と
う
か
､
と
び
つ
く
り
し
ま
し
た
｡
大
阪
の
ら
ん

ど
せ
る
も
お
な
じ
で
す
｡
そ
し
た
ら
の
ぼ
る
君
が

｢お
れ
の
と
は
岡
山
｣
と
い

ひ
ま
し
た
｡
み
ん
な
は
岡
山
は
ど
こ
か
知
ら
ん
か
ら
ぽ
か
っ
と
し
て
ゐ
ま
し
た
｡
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秋
山
君
は

｢お
り
の
と
は
東
京
か
ら
お
く
つ
て
も
ら
っ
た
｣
と
み
ん
な
に
を
L

へ
て
く
れ
ま
し
た
｡
僕
は
せ
き
の
ら
ん
ど
せ
る
が
､
あ
ん
な
に
遠
い
所
か
ら
来

て
ゐ
る
か
と
び
つ
く
り
し
ま
し
た
｡

本
入
れ
に
､
僕
た
ち
の
せ
き
の
も
の
は
ざ

つ
の
う
を
持
っ
て
ゐ
ま
す
｡
僕
も

ざ
つ
の
う
で
す
｡
ざ

つ
の
う
の
色
は
水
色
と
黒
色
で
す
｡
黒
色
の
ざ

つ
の
う
を

持
っ
て
ゐ
る
人
は
三
人
で
す
｡

水
色
の
ざ

つ
の
う
を
持
っ
て
ゐ
る
人
は
十
八

人
で
す
｡
ぼ
く
の
ざ
つ
の
う
は
三
十
五
銭
で
し
た
｡

一
年
の
時
か
ら
持
っ
て
ゐ

ま
す
｡
ま
だ
三
年
ご
ろ
ま
で
は
､
つ
か
は
れ
ま
す
｡
ざ

つ
の
う
は
大
が
い
土
々

呂
の
金
井
や
兵
ど
う
で
か
ひ
ま
す
｡

又
本
を
ふ
ろ
し
き
に
入
れ
て
く
る
人
が
三
人
あ
り
ま
す
｡
ふ
ろ
し
き
に
入
れ

て
く
る
人
は
､
手
で
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
さ
む
い
で
せ
う
｡

僕
は
三
つ
の
う
ち
で
ど
れ
が

一
番
い
い
か
と
か
ん
が

へ
ま
す
｡
僕
は

一
年
の

時
に
は
ら
ん
ど
せ
る
が
ほ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
は
し
る
時
な
ど
は
､

手
を
い
く
ら
ふ
つ
て
も
､
が
た
が
た
い
は
ず
に
は
し
り
ま
す
｡
ざ

つ
の
う
は
手

で
も
た
な
い
と
は
し
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
｡
そ
れ
で
も
今
は
､
ざ

つ
の
う
が

い
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
｡
僕
の
ざ

つ
の
う
は
三
十
五
銭
で
す
が

1
年
の
時
か
つ

て
も
ら
っ
て
､
ま
だ
三
年
ご
ろ
ま
で
は
つ
か
は
れ
ま
す
｡
ら
ん
ど
せ
る
は
も
う

わ
る
く
な
っ
て
ゐ
ま
す
｡
か
け
る
と
こ
ろ
が
き
れ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
｡
ら
ん
ど

せ
る
は
高
く
て
も
う
上
の
せ
き
に
な
る
と
'
み
ん
な
ざ
つ
の
う
ば
か
り
で
す
｡

昔
の
人
は
､
本
を
何
に
入
れ
て
も
っ
て
行
っ
た
か
と
い
ふ
と
､
み
ん
な
ふ
ろ

し
き
に
つ
つ
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
｡
本
を
ひ
も
で
む
す
ん
で

も
っ
て
行
っ
た
人
も
お
る
さ
う
で
す
｡
(宮
崎
県
土
々
呂
小
学
校

木
村
寿
指

導
)い

わ
ゆ
る

｢調
べ
る
綴
方
｣
(調
べ
た
綴
方
)
で
あ
る
｡
｢調
べ
る
綴
方
｣
と

は
､
当
時
の
生
活
綴
方
教
師

･
上
田
庄
三
郎
に
よ
れ
ば
､
｢個
人
の
主
観
や
印

象
を
重
ん
ず
る
文
芸
至
上
主
義
的
な
綴
方
に
対
し
て
､
よ
り
客
観
的

･
科
学
的

･

合
理
的

･
社
会
的
な
綴
方
｣
(
『
生
活
綴
方
事
典
』
日
本
作
文
の
会
編

昭
和

四
十
三
年

明
治
図
書
)
で
あ
る
｡
題
材
も

｢花
鳥
風
月
や
身
辺
雑
記
的
な
も

の
よ
り
､
広
く
郷
土
や
社
会
の
で
き
ご
と
｣
に
取
り
､
｢科
学
的
に
調
査
し
､

こ
れ
を
合
理
的

･
客
観
的
な
表
現
に
よ
っ
て
つ
づ
｣
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
0

井
伏
鱒
二
は
､
こ
の
調
べ
る
綴
方

｢か
ば
ん
調
べ
｣
に
対
し
て
､
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡

綴
方
採
点

井
伏
鱒
二

拝
復
｡
｢か
ば
ん
調
べ
｣
拝
見
い
た
し
ま
し
た
｡

何
の
秘
密
も
な
い
文
章
で
観
察
に
も
振
乱
し
た
と
こ
ろ
が
す
く
な
い
の
は
､

童
心
の
た
ま
も
の
で
あ
ら
う
か
と
考

へ
ま
す
｡
し
か
し
私
の
勝
手
を
云
つ
て
み

れ
ば
か
う
い
ふ
幼
い
子
供
の
文
章
に
つ
い
て
､
わ
れ
わ
れ
大
人
た
ち
が
職
業
的

な
批
判
を
加

へ
る
の
は
遠
慮
す
べ
き
だ
と
申
し
上
げ
た
い
｡

こ
の
綴
方
に
は
延
岡
と
か
土
々
呂
と
い
ふ
や
う
な
名
詞
が
現
は
れ
ま
す
｡
も

う
せ
ん
十
何
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
､
私
が
土
々
呂
や
延
岡
に
旅
行
し
た
と
き

に
は
､
学
校
の
子
供
は
ラ
ン
ド
セ
ル
な
ど
､
持
っ
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
に
思
ひ

ま
す
｡
ふ
ろ
し
き
づ
つ
み
を
紐
で
結
え
､
そ
の
紐
を
水
筒
の
紐
の
や
う
に
肩
に

か
け
て
ゐ
る
子
も
あ
り
ま
し
た
｡
彼
等
は
概
ね
つ
ん
つ
る
て
ん
の
衣
服
を
着
て
､

小
学
生
や
中
学
生
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
､
町
の
女
学
生
た
ち
で
さ

へ
も
雨
あ
が

り
の
路
を
裸
足
で
歩
い
て
ゐ
ま
し
た
｡
い
ま
こ
の
報
告
的
な
綴
方
を
読
ん
で
､

私
は
風
俗
流
行
の
う
つ
り
か
は
り
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
1

-

私
た
ち
尋
常
三
年
生
こ
ろ
の
目
や
す
か
ら
採
点
を
つ
け
る
な
ら
､
こ
の

綴
方
は
甲
の
部
で
あ
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
｡

幼
い
子
供
の
文
章
に
つ
い
て
大
人
が
職
業
的
な
批
判
を
加
え
る
の
は
遠
慮
す
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べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
､
そ
う
考
え
て
い
る
の
な
ら
､
最
初
か
ら
こ
う

し
た
仕
事
を
引
き
受
け
る
わ
け
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
､
こ
の
綴
り
方

｢か
ば
ん

調
べ
｣
を
読
ん
で
そ
う
思
っ
た
'
言
い
換
え
れ
ば
､
読
ん
で
み
て
､
職
業
的
な

批
判
を
加
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
井
伏
自

身
が
持
つ

｢批
評
対
象
｣
の
概
念
と
の
間
に
落
差
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
｡

｢何
の
秘
密
も
な
い
文
章
｣
｢報
告
的
な
綴
方
｣
と
い
う
言
い
方
に
､
そ
れ
が
見

え
る
｡
｢混
乱
｣
が
少
な
く
報
告
的
な
文
章
､
そ
れ
は
表
現
技
能
と
い
う
よ
り

｢童
心
の
た
ま
も
の
｣
と
井
伏
に
は
映

っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
こ
に
何
等
か
の

｢職
業
的
な
批
判
｣
を
加
え
れ
ば
､
子
ど
も
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
｡
教
師

で
は
な
い
井
伏
と
し
て
は
､
そ
れ
は
避
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に

井
伏
の
脳
裡
に
あ
っ
た
の
は
当
然
従
来
の
綴
り
方
で
あ
り
､
報
告
的
な
綴
り
方

で
は
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
綴
り
方
は
文
芸
性
に
欠
け
る
と
の
思
い

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
文
章
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ら

｢甲
の
部
｣

だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

井
伏
は
結
局
'
な
ぜ

｢子
供
の
文
章
に
職
業
的
な
批
判
を
加
え
る
の
は
遠
慮

す
べ
き
｣
な
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
､
十
数
年
前
に
土
々
呂
や
延
岡
に
行
っ

た
時
に
見
た
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
話
題
を
転
じ
て
い
る
｡
土
々
呂
の
子
ど
も

た
ち
は
､
つ
ん
つ
る
て
ん
の
衣
服
を
着
て
､
風
呂
敷
づ
つ
み
を
紐
で
縛
っ
て
肩

か
ら
さ
げ
'
裸
足
で
歩
い
て
い
た
､
そ
の
土
々
呂
の
子
ど
も
た
ち
が
ラ
ン
ド
セ

ル
を
持
っ
て
い
る
の
か
と

｢風
俗
流
行
の
う
つ
り
か
は
り
に
驚
き
を
禁
じ
得
な

い
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡

井
伏
鱒
二
が
宮
崎
に
来
た
の
は
､
大
正
九
年

(
一
九
二
〇
)
の
こ
と
で
あ
る
｡

当
時
､
井
伏
は
早
稲
田
大
学
文
学
部
仏
蘭
西
文
学
専
攻
別
格
第

一
学
年
で
､
二

十
二
歳
で
あ
る
｡
井
伏
鱒
二
全
集
別
巻
二
.(四
九
七
頁
)
に
は
'
次
の
よ
う
に

あ
る
｡

｢夏
､
日
向
に
旅
行
L
t
折
生
迫
海
岸
で
級
友
の
阿
寓
為
之
と
と
も
に

一
箇
月

近
く
を
過
ご
す
｡
『新
し
き
村
』
の
第
二
会
員
た
ち
も
近
く
で
合
宿
生
活
を
し

＼

て
い
た
｡
帰
り
は
､
船
で
瀬
戸
内
海
に
入
り
､
四
国
の
今
治
高
浜
､
備
後
の
尾

道
を
経
由
し
て
加
茂
村
粟
根
に
帰
省
し
た
｡
｣

折
生
迫
は
､
宮
崎
市
の
南
部
に
位
置
し
､
｢鬼
の
洗
濯
板
｣
や
密
生
す
る
横

榔

(び
ろ
う
)
で
有
名
な

｢青
島
｣
に
隣
接
す
る
港
町
で
あ
る
｡
近
く
に
青
島

海
水
浴
場

･
白
浜
海
水
浴
場
が
あ
る
｡
海
水
浴
を
楽
し
み
な
が
ら
の
滞
在
だ
っ

た
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
'
延
岡
や
土
々
呂
に
も
足
を
の
ば
し
た
の
か
'
あ
る
い

は
当
時
大
阪
や
四
国
か
ら
土
々
呂
に
入
っ
て
い
た
航
路

(汽
船
)
を
利
用
し
た

か
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
見
た
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
書
い
て
い
る
の
だ

が
､
吉
井
己
義
の
綴
り
方
に
も

｢本
を
ふ
ろ
し
き
に
入
れ
て
く
る
人
が
三
人
あ

り
ま
す
｣
｢昔
の
人
は
､
～
み
ん
な
ふ
ろ
し
き
に
つ
つ
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
と

い
ふ
こ
と
で
す
｡
｣
と
あ
る
か
ら
､
井
伏
鱒
二
が
訪
れ
た
頃
は
､
ま
さ
に
描
か

れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
木
村
寿
も
文
集
の
中
で
､

ク
ラ
ス
の
中
に

｢雨
の
日
も
､
天
気
の
よ
い
日
も
'
は
だ
し
で
元
気
で
く
る
子
｣

が
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
｡
木
村
の
生
徒
だ
っ
た
人
た
ち
も
､
多
く
の
子

ど
も
は
半
草
履
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
大
正
九
年
の
雨
の
日

に
子
ど
も
た
ち
が
裸
足
で
通
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡

い
ず
れ
に
し
ろ
､
井
伏
鱒
二
に
は
こ
の
綴
り
方
､
即
ち

｢調
べ
る
綴
方
｣
の

教
育
的
意
図
が
分
か
ら
ず
､
感
覚
的
に
も
違
和
感
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡
教
育

的
意
図
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
､
無
理
も
な
い
反
応
で
あ
る
｡

鹿
児
島
県
の
綴
方
教
師
で
あ
る
磯
長
武
雄
は
､
同
年
八
月
に
発
表
し
た

｢文

学
者
の
観
た
児
童
文

へ
の
感
想
｣
(
『
工
程
』
第

1
巻
第
五
号
)
の
中
で
､
井

伏
鱒
二
の
批
評
に
対
し
て

｢そ
の
態
度
は
消
極
的
で

(わ
れ
わ
れ
大
人
た
ち
が

職
業
的
な
批
判
を
加

へ
る
の
は
遠
慮
す
べ
き
だ
)
と
い
っ
て
､
甲
と
い
ふ
採
点

を
附
け
て
ゐ
る
｡
ど
う
い
ふ
観
点
か
ら
甲
と
い
ふ
採
点
を
与

へ
ら
れ
た
の
か
明

瞭
で
な
い
し
､
又
童
心
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
唯

一
の
批
判
の
対
象
に
し
て
ゐ

ら
れ
る
や
う
な
気
配
の
見
え
る
の
も
食
ひ
足
り
な
い
気
が
す
る
｡
か
う
い
ふ
批

評
の
方
法
は
我
々
に
と
っ
て
得
る
と
こ
ろ
が
甚
だ
少
い
｡
｣
と
批
判
し
て
い
る
0
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更
に
林
芙
美
子
の

｢尋
常
六
年
生
の
手
紙
｣
の
批
評
に
触
れ
て

｢仲
々
乗
気

に
な
っ
て
批
評
し
て
ゐ
ら
れ
る
態
度
が
見
え
て
愉
快
で
あ
る
｡
｣
と
評
価
し
'

｢
こ
の
批
評
材
料
は
林
氏
の
作
家
的
立
場
か
ら
丁
度
恰
好
な
も
の
で
あ
る
や
う

に
考

へ
る
｡
そ
れ
に
比
べ
て
前
の
井
伏
氏
に
あ
～
い
ふ
作
品
の
批
評
は
不
向
だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
之
は
大
変
失
礼
な
言
ひ
方
の
や
う
で
あ
る
が
､
折
角

批
評
し
て
貰
ふ
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
人
の
作
家
的
傾
向
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品

を
批
評
し
て
貰
っ
た
方
が
我
々
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で

あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

確
か
に
'
そ
う
し
た
面
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡

滑
川
道
夫
著

『
日
本
作
文
綴
方
教
育
史
3
』
(
｢調
べ
る
綴
方
の
出
発
｣)
に

よ
る
と
､
｢調
べ
る
綴
方
｣
は
､
昭
和
五
年
に
'
滑
川
が
考
現
学
に
ヒ
ン
ト
を

得
て

｢課
題
作

『歩
く
人
の
研
究
』
の
事
前
指
導
を
行
っ
た
｣
の
が
き
っ
か
け

の
よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
大
正
十
四
年
七
月
に
は
青
野
季
吉
の

｢調
べ
た
芸
術
｣
(
『
文
芸
戦

線
』
)
が
書
か
れ
て
お
り
､
時
代
的
な
背
景
と
し
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
｡
青
野
は
､
こ
れ
ま
で
の
小
説
は

｢印
象
の
つ
ゞ
り
合
せ
｣
で
あ
り
､

｢身
辺
の
雑
印
象
に
満
足
し
て
､
そ
れ
を
措
い
て
さ

へ
お
れ
ば
と
い
ふ
や
う
な
､

無
意
力
的
な
､
無
尋
求
的
な
こ
と
で
そ
の

『
掘
り
下
げ
』
得
た
も
の
に
時
代
意

識
が
出
る
筈
も
な
い
し
'
時
代
の
苦
悶
が
反
映
す
る
筈
も
な
い
｣
と
す
る
｡
し

た
が
っ
て

｢現
実
を
意
力
的
に
'
尋
求
的
に

『
調
べ
て
』
行
く
行
き
方
｣､
即

ち

｢調
べ
た
芸
術
｣
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
｢科
学
的
な
調
査
｣
も
含

ま
れ
る
と
い
う

｢調
べ
た
芸
術
｣
に
井
伏
鱒
二
の
文
学
が
合
う
わ
け
も
な
く
､

｢か
ば
ん
調
べ
｣
が
感
覚
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
､
充
分
考
え

ら
れ
る
｡

そ
の
後
'
他
の
文
人
の
批
評
の
仕
方
を
見
て
も
納
得
の
出
来
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
ら
し
く
､
井
伏
は
昭
和
十
年
十

一
月
の

｢月
刊
文
章
｣
で
も

｢こ
の
ご

ろ
の
小
学
生
の
綴
方
を
募
集
し
て
文
壇
人
に
批
評
さ
せ
て
ゐ
る
雑
誌
が
あ
る
｡

文
壇
人
は
職
業
的
な
態
度
で
そ
の
綴
方
を
批
評
し
て
ゐ
る
が
､
そ
の
綴
方
を
書

い
た
幼
い
子
供
に
影
響
す
る
そ
の
批
評
の
力
は
絶
大
で
あ
ら
う
｡
空
お
そ
ろ
し

く
て
私
な
ど
さ
う
い
ふ
批
評
を
す
る
気
持
に
な
り
得
な
い
｡
｣
(
『
工
程
』
に
よ

る
)
と
述
べ
て
い
る
｡

百
田
宗
治
に
よ
れ
ば
､
こ
の
企
画
の
目
的
は
､
教
育
界
の
人
間
と
は
違
っ
た

視
点
か
ら
の
批
評
を
期
待
す
る
｣
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
､
｢従
来
の
狭
溢
な

教
室
的
反
響
に
と
ど
ま
っ
た
児
童
文
と
い
ふ
も
の
を
､
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
ひ
ろ

く

1
般
社
会
の
外
気
に
触
れ
さ
せ
､
そ
れ

へ
の
関
心
と
か
注
意
と
か
を

一
層
積

極
的
に
喚
起
し
よ
う
と
す
る
｣
(
｢文
学
者
と
綴
方
｣
第

一
巻
第
三
号
)
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
｡

し
か
し
作
家
の
側
か
ら
は

｢比
較
的
高
学
年
の
児
童
文
に
対
し
'
児
童
文
ら

し
い
い
は
ゆ
る
稚
拙
味
の
表
出
に
乏
し
い
と
か
､
大
人
風
の
表
現
に
走
り
過
ぎ

る
と
か
い
ふ
不
満
が
多
く
掲
げ
ら
れ
｣､
百
田
宗
治
は

｢少
な
か
ら
ぬ
失
望
に

近
い
気
持
｣
を
抱
か
さ
れ
た
.
百
田
は
'
｢
1
口
に
児
童
と
云
つ
て
も
､
そ
こ

に
は
七
八
歳
の
尋

一
生
か
ら
十
二
三
歳
の
高

二

一に
及
ぶ
事
実
上
の
幾
階
程
か

が
あ
り
､
彼
等
自
身
是
等
の
諸
階
程
の
う
ち
に
､
吾
々
の
十
年
或
は
二
十
年
に

も
匹
敵
す
る
生
活
意
欲
上
乃
至
は
構
成
上
の
変
化
や
或
は
進
歩
等
を
経
験
し
て

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
｣
'
そ
の
子
ど
も
た
ち
の

｢夫
々
の
層
の
実
情
に
即
し
て
彼

等
の
自
己
表
白
は
味
は
れ
､
眺
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
｣
と
言
う
｡

そ
し
て
'
次
の
よ
う
に
文
を
結
ん
で
い
る
｡

｢私
は
今
日
の
文
学
者
の
う
ち
か
ら
､
更
に
積
極
的
に
､
自
ら
動
い
て
こ
の
児

童
生
活
の
生
き
た
細
部
に
立
入
り
'
そ
の
文
を
通
じ
て
彼
ら
の
生
け
る
真
の
姿

を
見
出
さ
う
と
す
る
人
々
の
1
人
も
多
く
出
て
来
る
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
ぬ

の
で
あ
る
｡
｣

こ
れ
は

『
工
程
』
第

一
巻
第
三
号
で
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
､
百
田
宗
治
は
､

こ
の
企
画
を
始
め
て
は
ど
な
く
失
望
感
を
味
わ
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
百
田

は
文
学
者
た
ち
に
も
っ
と
子
ど
も
に
関
わ
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
が
､
文
学
者
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に

｢児
童
生
活
の
生
き
た
細
部
に
立
入
｣
る
気
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
井
伏
の

言
う
通
り
'
｢職
業
的
な
批
判
を
加

へ
る
の
は
遠
慮
す
べ
き
だ
｣
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
｡
｢か
ば
ん
調
べ
｣
の
教
育
的
意
図
を
理
解
出
来
な
か
っ
た
井
伏
鱒

二
が
批
評
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
の
は
､
そ
う
い
う
意
味
で
は
妥
当
な
判
断
だ
っ

と
言
え
よ
う
｡

で
は
､
木
村
寿
は
教
師
と
し
て
'
こ
の
綴
り
方
で
何
を
指
導
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

二
'
木
村
寿
の

｢調
べ
る
綴
方
｣
教
育
論

木
村
寿
は
､
『
綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
八
年
九
月
の
臨
時
増
刊
号
に
､
｢調
べ

る
綴
方
｣
に
関
す
る
文
話
を
書
い
て
い
る
｡
小
学
生
向
け
だ
け
に
､
｢調
べ
る

綴
方
｣
の
考
え
方
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

ま
ず
木
村
は
'
本
か
ら
学
ぶ
こ
と
だ
け
が
勉
強
な
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
自

分
た
ち
の
周
囲
に
あ
る
色
々
な
物
か
ら

｢考

へ
も
し
な
い
の
に
自
然
に
育
て
ら

れ
て
ゐ
る
事
の
方
が
多
い
｣
の
だ
と
､
周
囲

へ
関
心
を
持
つ
必
要
性
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
｡
綴
方
は
色
々
な
見
た
物
や
し
た
事
を
書
く
が
､
そ
れ
は
本
以
外

の
も
の
に

｢勉
強
の
も
と
を
見
出
し
て
ゐ
る
｣
の
で
あ
り
､
｢綴
方
の
仕
事
は

さ
う
い
ふ
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
'
心
を
磨
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
｣
の
だ
と
言
う
｡

ま
た
､
勉
強
に
も
予
習
が
あ
る
よ
う
に
綴
方
に
も
予
習
が
あ
り
､
｢あ
る
事

象
を
書
く
前
に
､
そ
の
事
象
に
つ
い
て
調
べ
て
お
く
｣
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と

言
い
'
そ
の
例
と
し
て

｢蜘
妹
の
巣
に
た
ま
っ
た
露
の
美
し
さ
に
心
引
か
れ
て

綴
方
を
書
く
｣
場
合
を
挙
げ
て
い
る
｡
従
来
の
綴
方
は

｢そ
の
美
し
さ
を
思
ひ

出
す
様
に
し
て
書
い
て
｣
い
た
が
､
｢調
べ
る
綴
方
｣
は

｢思
ひ
出
す
様
に
し

て
書
く
前
に
､
そ
の
蜘
妹
の
巣
に
つ
い
て
､
美
し
さ
を
も
う

一
ぺ
ん
観
察
す
る
｣

の
だ
と
言
う
｡
そ
う
す
る
と
､
見
逃
し
て
い
た
美
し
さ
が
見
え
て
く
る
｡
｢自

然
の
不
思
議
､
心
に
感
じ
な
か
っ
た
カ
ガ
ヤ
キ
を
す
ら
得
｣､
｢再
び
調
べ
る
心

に
立
っ
て
見
直
す
と
､
只
頭
の
中
に
残
っ
て
ゐ
た
事
よ
り
も
以
外
な
も
の
で
大

事
な
こ
と
が
､
見
捨
て
ら
れ
感
じ
捨
て
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
明
白
に
知
る
｣
の
だ

と
言
う
の
で
あ
る
｡
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
発
見
が
あ
る
､
そ
れ
が

｢調
べ
る
綴
方
｣
な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

更
に
､
綴
方
は
た
だ
人
を
感
心
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
､
｢人
も
自
分
も

力
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｣
と
も
言
っ
て
い
る
｡
綴
方
を

書
い
た
結
果
が
､
子
ど
も
の
生
活
を
良
い
方

へ
と
変
え
て
行
く
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
例
と
し
て
'
二
年
生
の
男
子
が
休
み
時

間
に
全
校
生
徒
の
遊
び
を
調
べ
て
綴
方
を
書
い
た
結
果
､
二
年
生
全
体
の
遊
び

が
そ
の
後
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡

こ
の
綴
り
方
は
､
土
々
呂
小
学
校
尋
常
二
年
生
の
文
集

『
ひ
か
り
』
第
十
二

号

(昭
和
八
年
六
月
三
日
)
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

う
ん
ど
う
ば
の
あ
そ
び

尋
二

吉
井
己
義

け
ふ
は
う
ん
ど
う
ば
に
出
て

み
ん
な
の
あ
そ
ぶ
の
を

見
て
ゐ
た
｡

一
年
の

女
は

な
は
と
び
を
し
て

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん

と
ん
で

そ
れ
が

じ
ゃ
う
ず

に
と
ん
で
ゐ
る
う
ち
に

ひ
っ
か
か
る
の
で
､
な
は
を
も
っ
て
ゐ
る

一
年
の
女

は
､
な
は
を
お
い
て

と
ば
せ
て
や
る
の
で
す
｡
こ
ゑ
も
だ
し
ま
す
｡

一
年
の
男
は

大
き
い
せ
い
と
と
あ
そ
ん
で
､
あ
ば
れ
を
し
て
､
大
き
い
せ
い

と
が

ま
け
て
や
っ
て
､

一
年
の
男
は
い
ぼ
つ
て
あ
ば
れ
ま
す
｡
大
き
い
せ
い

と
が
に
げ
る
と

お
つ
か
け
て
い
き
ま
す
｡

二
年
の
男
も

や
っ
ぱ
り
あ
ば
れ
ま
す
｡
大
き
い
せ
い
と
と
あ
ば
れ
て
ゐ
ま
す
｡

み
て
ゐ
る
と
五
年
の
男
で
す
｡
そ
し
て
二
年
は

は
ば
し
く
や
る
と

五
年
の

(ほう
りなげ
る)

人
も

は
ば
し
く
や
つ
て
､
ち

ち

な

げ

る

や
う
に
し
て

見
せ
ま
す
｡
そ
う
す

る
と
二
年
の
男
は

と
も
だ
ち
を

だ
ん
だ
ん
つ
れ
て
き
て
､
五
年
の
人
に
む

か
つ
て

足
を
に
ぎ
つ
て

た
ほ
し
て

お
さ

へ
つ
け
て

あ
ば
れ
て
ゐ
ま
す
｡
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か
け
ご
ゑ
を
か
け
て

は
ば
し
く
お
さ

へ
つ
け
て
､
な
か
な
か

お
き
ら
れ
な

い
や
う
に
し
ま
す
｡
土
が
い
つ
ぺ
つ
い
て
も

し
り
ま
せ
ん
｡

二
年
の
女
は

な
は
で
､
二
人
が
り
や
う
方
に
も
つ
て
､
そ
の
あ
ひ
だ
を

一

だ
ん
二
だ
ん
と

と
ん
で
ゐ
る
と
､
男
の
子
が
き
て

そ
の
な
は
を

と
ろ
と

し
て
も
ど
か
す
｡
そ
う
す
る
と

あ
ち
ら

へ
い
っ
て
又

一
だ
ん
二
だ
ん
と
い
つ

て

と
ん
で
ゐ
ま
す
｡
そ
れ
に

男
が
つ
い
て
い
く
と
'
ど
ん
ど
ん
む
か
ふ
に

い
っ
て
し
ま
ひ
ま
す
｡

男
は
人
の
あ
そ
ぶ
の
を

じ
ゃ
ま
し
て
い
け
ま
せ
ん
｡

(略
)

こ
う
と

一
年
の
人
は

石
だ
ん
に
こ
し
か
け
て
､
人
が
あ
ば
れ
て
ゐ
る
の
に
､

石
を
な
げ
て

し
ら
ん
ふ
り
を
し
て
ゐ
ま
す
｡
石
の
あ
た
っ
た
人
は
､
ち
ょ
っ

と
な
ぜ
て
又
あ
ば
れ
ま
す
｡
そ
れ
は
私
が
お
も
ふ
と

こ
う
と

一
年
の
人
は

ば
か
で
す
｡

こ
う
と

一
年
の
女
は
な
は
と
び
で
す
｡
ほ
ん
と
に
お
も
白
さ
う
で
す
｡

こ
う
と
う
二
年
の
男
は
､
し
ゆ
う
ぽ
ん
で

竹
を
も
っ
て

中
に
は
に

あ
そ

ん
で
ゐ
る
の
を

う
ん
ど
う
ば
に
出
し
て
ゐ
ま
す
｡

か
せ
い

(家
政
科
)
の
せ
い
と
は
､
や
っ
ぱ

一
だ
ん
二
だ
ん
を
し
て

高
く
な

る
と

高
と
び
を
し
て
､
う
ん
ど
う
ば
は
､
わ
あ
わ
あ
と

こ
ゑ
が
し
ま
す
｡

こ
ゑ
ぽ
っ
か
り
で
､
だ
れ
が

お
ら
ぶ
の
か

す
こ
し
も

わ
か
り
ま
せ
ん
｡

ぼ
く
が
お
も
っ
て
み
る
と
､
女
の
子
が
も
っ
て
ゐ
る

な
は
を
と
っ
た
り
し
て

ゐ
ま
す
が
､
お
も
ふ
と
､
わ
る
い
あ
そ
び
だ
と
お
も
ひ
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
男
の

子
が

石
を
人
に
な
げ
て

し
ら
ん
ふ
り
を
し
て
ゐ
ま
す
が
､
け
が
し
た
ら
あ

ぶ
な
い
で
す
か
ら
'
ほ
ん
と
に

ば
か
だ
な
あ
と

お
も
ひ
ま
す
｡
そ
れ
か
ら

女
の
子
が

一
だ
ん
二
だ
ん
を
し
て

せ
っ
か
く
お
も
白
く
あ
そ
ん
で
ゐ
る
の

に
､
な
い
ふ
で
き
つ
て

あ
そ
ば
せ
な
い
男
の
子
が
ゐ
ま
す
｡
せ
ん
せ
い
か
ら

な
い
ふ
は
と
め
ら
れ
て
ゐ
た
り
､
な
い
ふ
は

人
を

L
や

(あ
や
ま
っ
て
)

き
る
か
ら
あ
ぶ
な
い
で
す
｡

私
は
､
み
ん
な
の
せ
い
と
が
な
か
よ
く
す
れ
ば
､
こ
の
学
校
は

い
い
学
校
に

な
り
ま
す
｡

み
ん
な
が
､
女
は
な
は
と
び
を
す
る
'
男
は
に
は
と
ヤ
げ
ん
く
わ
を
す
る
.
そ

し
て
人
の
じ
ゃ
ま
を
せ
な
い
と
､
わ
る
い
こ
と
や

あ
ぶ
な
い
こ
と
は

あ
り

ま
せ
ん
｡

そ
れ
か
ら
二
年
の
男
は
､
大
き
な
せ
い
と
と

あ
ば
れ
や
ら
す
る
よ
り
も
､
み

ん
な
で

に
は
と
り
げ
ん
く
わ
を
し
た
り
､
ぢ
ん
や
と
り
し
た
り
､
ぼ
う
る
け

り
を
し
た
方
が
､
げ
ん
き
が
あ
っ
て
い
い
で
す
｡

一
年
か
ら
高
等
科
ま
で
､
全
校
生
徒
の
遊
び
を
観
察
し
､
そ
れ
に
つ
い
て
批

評
を
加
え
､
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
綴
方
に
よ
っ
て
､
後
目
､
最

後
の

｢二
年
の
男
は
､
大
き
な
せ
い
と
と

あ
ば
れ
や
ら
す
る
よ
り
も

み
ん

な
で

に
は
と
り
げ
ん
く
わ
を
し
た
り
､
ぢ
ん
や
と
り
し
た
り
'
ぼ
う
る
け
り

を
し
た
方
が
､
げ
ん
き
が
あ
っ
て
い
い
で
す
｣
と
い
う
提
案
通
り
に
､
二
年
生

の
遊
び
が
変
わ
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

調
べ
る
綴
方
は

｢事
象
を
正
し
く
観
取
り
､
正
し
く
批
評
し
て
書
く
こ
と
で

あ
り
｣､
そ
れ
が
結
果
と
し
て
人
を
動
か
し
､
生
活
を
変
え
て
い
く
｡

木
村
寿
は
文
集
の
中
の
文
話
で
も

｢学
校
は
､
み
ん
な
が
心
を
そ
だ
て
て
い

く
た
め
に
は
大
せ
つ
な
と
こ
ろ
で
す
｡
み
な
さ
ん
の
一
目
の
こ
と
を
よ
く
か
ん

が

へ
て
見
て
下
さ
い
｡
学
校
に
き
て
､
本
を
な
ら
ひ
､
さ
ん
じ
ゆ
つ
を
な
ら
つ

て
か
へ
る
｡
こ
れ
だ
け
で
は
心
を
ほ
ん
と
う
に
そ
だ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

マ
マ

で
す
｡
じ
ぶ
ん
し
た
こ
と
な
ど
を
､
よ
く
か
ん
が

へ
て
み
て
､
あ
れ
は
わ
る
か

っ
た
か
ら

あ
し
た
か
ら
や
め
や
う
､
あ
の
こ
と
は
よ
か
つ
た
'
あ
れ
は
つ
づ

け
て
い
か
う
､
A
jも
だ
ち
の
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
も
'
さ
う
し
た
心
を
は
た

ら
か
せ
て
い
く
う
ち
に
'
み
な
さ
ん
の
心
は
､
け
ふ
よ
り
は
あ
し
た
､
あ
し
た

よ
り
は
あ
さ
っ
て
､
だ
ん
だ
ん
よ
く
な
る
の
で
す
｡
｣
と
､
学
校
の
勉
強
だ
け

で
な
く
心
を
育
て
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
｡
吉
井
己
義
の
綴
方
に
し
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て
も

｢吉
井
く
ん
の
は
､
と
く
に
'

一
つ
一
つ
に
つ
い
て
､
じ
ぶ
ん
の
心
を
は

た
ら
か
せ
て
､
よ
い
わ
る
い
､
あ
あ
L
や
う
'
と
か
ん
が

へ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど

い
い
で
す
｡
｣
と
､
観
察
し
た
事
に
つ
い
て
､
低
学
年
な
が
ら
考
え
を
巡
ら
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
評
価
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
木
村
寿
の

｢調
べ
る
綴
方
｣
の
特

徴
が
あ
る
｡

｢調
べ
る
綴
方
｣
が
高
学
年
向
き
で
あ
り
､
低
学
年
に
は
難
し
い
面
が
あ
る

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
｡
し
か
し
木
村
寿
は

｢尋
二
調
べ
る
綴
り
方
の
実

践
｣
(
『
調
べ
る
綴
方
の
理
論
と
指
導
実
践
工
作
』
)
の
中
で
'
調
べ
る
綴
り
方

が

｢低
学
年
の
子
供
に
も
低
学
年
な
り
に
可
能
で
あ
り
､
し
か
し
て
こ
の
実
践

行
動
が
子
供
の
生
活
を
深
め
る
の
に
､
重
要
な
る

1
つ
の
地
位
を
持
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
ひ
た
い
と
思
ふ
｡
｣
と
述
べ
､
低
学
年
に
も
十
分
可

能
で
あ
り
t
か
つ
子
ど
も
の
生
活
に
重
要
な
働
き
を
な
す
実
践
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

木
村
は
､
調
べ
る
と
い
ふ
こ
と
は

｢学
ぶ
事
､
役
立
つ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
｡
随
つ
て
'
二
年
は
二
年
の
子
供
に
出
来
て
､
二
年
の
子
供
に
役
立
つ
も
の
'

二
年
の
子
供
の
生
活
に
関
係
あ
る
も
の
が
､
調
べ
る
綴
り
方
の
対
象
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣
と
言
う
｡
そ
し
て

一
年
生
の
時
の
綴
り
方
は

｢1
､
人

事
生
活
に
関
係
あ
る
も
の
｡
2
､
動
物
を
観
察
し
た
も
の
｡
3
､
植
物
を
観
察

し
た
も
の
｡
4
､
郷
土
生
活
を
表
し
た
も
の
｡
5
､
家
庭
生
活
を
表
し
た
も
の
｡

6
､
遊
戯
生
活
を
表
し
た
も
の
｡
7
､
自
然
観
察
を
し
た
も
の
｣
に
分
類
さ
れ

る
と
し
､
子
ど
も
た
ち
の
生
活
は

｢こ
れ
ら
の
対
象
か
ら
育
て
ら
れ
て
き
た
｣

の
で
あ
る
か
ら
'
二
年
生
で
は
調
べ
る
綴
方
の
対
象
を
こ
れ
ら
に
求
め
た
い
と

し
て
い
る
｡
即
ち
､
1
㌧
学
校
生
活

Ⅱ
､
郷
土
生
活

Ⅲ
､
自
然
現
象

Ⅳ
､

動
植
物
観
察
で
あ
る
｡

学
校
生
活
を
対
象
と
し
た

｢調
べ
る
綴
方
｣
で
は
､
子
ど
も
た
ち

(二
年
生
)

は
､
二
学
期
ま
で
に
次
の
よ
う
な
も
の
を
調
べ
て
い
る
｡

71

1
､
学
用
品
の
調
査

a
､
自
分
の
学
用
品
及
び
持
物

b
､
学
級
児
の
学
用
品
及
び
持
物

2
､
学
級
事
件
の
調
査

a
､
け
ん
く
わ
調
べ

b
､
ち
こ
く
調
べ

C
､
び
ょ
う
き
を
調
べ
る

3
､
学
校
に
於
け
る
遊
び
の
調
査

a
､
男
の
子
の
遊
び

b
､
女
の
子
の
遊
び

4
､
学
級
を
よ
く
す
る
た
め
に

a
､
さ
う
じ
の
よ
い
わ
る
い

b
､
べ
ん
き
よ
う
に
つ
い
て

｢学
用
品
の
調
査
｣
で
は
､
四
つ
切
り
の
紙
を
生
徒
に
与
え
て
学
用
品
を
書

か
せ
､
そ
の
下
に
買
っ
た
所
と
値
段
を
記
入
さ
せ
て
い
る
｡
そ
れ
を
互
い
に
読

み
合
う
中
で
､
子
ど
も
た
ち
は
雑
記
帳
等
の
値
段
が
店
屋
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
を
発
見
し
て
い
く
｡

1
､
店
屋
に
よ
っ
て
同
じ
物
で
も
ね
だ
ん
が
異
る
｡

2
､
同
じ
ね
だ
ん
で
も
､
物
に
よ
い
わ
る
い
が
あ
る
｡

し
た
が
っ
て

｢雑
記
帳
を
買
ふ
時
は
､
×
×
の
店
'
画
用
紙
を
買
ふ
時
は
△

△
の
店
｣
と
い
う
結
論
に
な
る
｡
学
用
品
調
べ
は

｢良
い
物
を
､
安
い
店
で
買

う
｣
と
い
う
極
め
て
実
用
的
な
役
立
ち
方
に
な
っ
て
い
る
｡

｢調
べ
た
綴
り
方
の
意
義
は
､
子
供
達
が
自
分
の
社
会
生
活
を
自
認
す
る
事

に
あ
る
｡
そ
し
て

1
人
の
発
見
が
他
の
も
の
に
及
ぼ
し
て
行
く
と
い
ふ
実
に
行

動
は
行
動
を
示
唆
す
る
力
を
生
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
の
が
､ー
木

村
寿
の
考
え
方
で
あ
る
｡

木
村
は

｢子
供
の
生
活
を
正
し
く
導
い
て
行
く
原
動
力
は
学
校
生
活
に
あ
る
｣

と
考
え
る
｡
｢学
校
生
活
の
力
に
よ
っ
て
子
供
の
生
活
内
容
を
正
し
く
深
く
助

長
し
て
､
す
な
は
に
生
長
さ
せ
て
や
る
の
が
､
教
育
の
ね
ら
ひ
ど
こ
ろ
で
あ
る
｣0

し
か
る
に
実
際
は
学
校
生
活
が
子
ど
も
の
生
活
に
及
ぼ
す
力
は
微
々
た
る
も
の

で
あ
り
､
そ
の
原
因
は

｢学
校
生
活
の
全
貌
を
正
し
く
認
識
さ
せ
る
指
導
が
欠
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け
て
ゐ
た
か
ら
｣
だ
と
い
う
｡
｢学
校
生
活
を

一
つ
の
子
供
の
社
会
生
活
と
観

な
が
ら
､
社
会
的
な
生
活
訓
練
を
与

へ
ず
､
個
人
的
な
､
主
観
的
な
訓
練
の
み

や

っ
て
来
た
か
ら
､
生
活
力
が
培
は
れ
な
か
つ
た
の
だ
｣､
そ
の
結
果
'
｢子
供

は
只
､
与

へ
ら
れ
た
も
の
を
与

へ
ら
れ
た
ま
ま
に
､
ま
る
の
み
に
生
活
の
中
に

受
け
入
れ
て
ゐ
た
の
だ
｣
と
言
う
の
で
あ
る
｡

木
村
は
､
そ
れ
を
具
体
的
な
例
を
以
て
説
明
し
て
い
る
｡

｢も

一
度
子
供
の
毎
日
を
見
る
｡
只
道
具
を
持
っ
て
学
校
に
行
っ
て
学
び
帰
っ

て
く
る
｡
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
｡
自
分
の
持

っ
て
ゐ
る
学
校
道
具
そ
の
も
の

に
対
す
る
正
し
い
知
識
す
ら
持
た
な
い
｡
鉛
筆
が
短
く
な
れ
ば
只
捨
て
る
だ
け

で
あ
る
｡
捨
て
れ
ば
父
母
か
ら
金
を
貰

っ
て
又
買
ふ
｡
物
の
ね
う
ち
も
し
ら
な

け
れ
ば
､
子
供
相
当
な
経
済
的
知
識
な
ど
は
紙
の
如
く
希
薄
で
あ
る
｡
学
校
生

活
の
事
実
が
只
批
判
も
な
く
水
の
如
く
流
さ
れ
て
ゐ
る
｡
実
に
坦
々
た
る
も
の

で
あ
る
｡
学
校
を
育
て
や
う
と
も
せ
ね
け
れ
ば
､
学
校
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る

何
物
を
も
自
覚
し
て
居
ら
な
い
｡
｣

し
た
が
っ
て
木
村
寿
は
､
学
校
生
活
の
諸
相
を
子
供
自
身
の
手
に
よ
っ
て
調

べ
さ
せ
､
知
ら
せ
､
学
校
で
起
こ
っ
た
色
々
な
事
件
を
､
単
な
る
記
録
で
は
な

く
､
｢事
件
そ
の
も
の
を
正
し
い
認
識
の
中
に
見
て
い
く
実
践
行
動
を
綴
文
行

動
に
迄
展
開
さ
せ
る
こ
と
｣
が
肝
要
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
受
け
身
的
生
活

の
克
服
で
あ
る
｡
｢学
用
品
調
べ
｣
等
は
'
こ
の
考
え
の
も
と
に
行
わ
れ
た
実

践
で
あ
る
｡

冒
頭
に
記
し
た

｢か
ば
ん
調
べ
｣
も
､
こ
う
し
た
実
践
の
延
長
線
上
に
あ
る
0

ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
カ
バ
ン
を
持
っ
て
い
る
か
､
そ
れ
は
誰
が
ど

こ
で
買
っ
て
く
れ
た
の
か
'
幾
ら
し
た
の
か
等
を
調
べ
る
だ
け
で
な
く
'
そ
れ

に
対
す
る
作
者

(吉
井
己
義
)
の
考
え
方
が
終
末
部
分
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
､

一
つ
の
学
級
の
中
に
色
々
な

｢か
ば
ん
｣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど

う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
､
学
級
全
員
が
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

｢紙
の
如
く
希
薄
｣
な

｢子
供
相
当
な
経
済
的
知
識
｣
が
覆
さ
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
こ
こ
に

｢か
ば
ん
調
べ
｣
の
教
育
的
意
義
は
あ
っ
た
｡
文
学
者
で
あ
る

井
伏
鱒
二
は
､
そ
れ
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢綴
り
方
ら

し
か
ら
ぬ
綴
り
方
｣
に
､
感
覚
的
に
受
け
入
れ
難
い
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
0

付
記

本
稿
は

｢宮
崎
県
児
童
詩
教
育
史
｣
の
第
九
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡

(二
〇
〇
五
年
九
月
三
十
日
受
理
)


