
高
等
学
校
国
語
「
言
語
文
化
」
に
お
け
る
教
材
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
の
研
究

 

― 

六
段
を
中
心
に 

― 　
　

井　

内　

健　

太

一
　
本
稿
の
目
的

　

二
〇
二
二
年
度
よ
り
、
高
等
学
校
で
は
改
訂
さ
れ
た
『
学
習
指
導
要
領
』（
平
成
三
〇
年
告
示
）
が
実
施
さ
れ
、
国
語
科
は
従
来
か
ら

大
き
な
変
更
が
生
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
科
目
が
再
編
さ
れ
、
か
つ
て
の
高
校
一
年
の
共
通
必
履
修
科
目
で
あ
っ
た
「
国
語
総
合
」（
四

単
位
）
は
、「
現
代
の
国
語
」（
二
単
位
）
と
「
言
語
文
化
」（
二
単
位
）
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
現
代
の
国
語
」
は
、
主
と

し
て
論
理
的
な
文
章
や
実
用
的
な
文
章
を
教
材
と
し
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
及
び
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
が
大
き
い
。「
言
語
文
化
」

は
、
古
典
か
ら
近
代
以
降
の
文
学
的
な
文
章
を
教
材
と
し
、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
を
中
心
と
す
る
。『
学
習
指
導
要
領
』
の
改
訂
に
と
も

な
っ
て
、
ど
の
科
目
に
お
い
て
も
実
現
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
で
あ
る
。
特
に
高
等
学
校

に
お
け
る
国
語
教
育
の
現
場
で
は
講
義
形
式
の
教
員
に
よ
る
一
方
向
の
伝
達
型
授
業
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
積
極

的
な
授
業
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。
例
と
し
て
、

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
し
て
自
身
の
学
び
や
変
容
を
自

覚
で
き
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
対
話
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
な
ど
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る

か
、
学
び
の
深
ま
り
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
生
徒
が
考
え
る
場
面
と
教
師
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
（
注
１
）

と
い
っ
た
観
点
か
ら
授
業
全
体
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
典
の
授
業
に
お
い
て
も
、
教
材
の
文
章
を
現
代
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語
訳
す
る
こ
と
を
到
達
点
と
す
る
だ
け
の
旧
来
の
授
業
か
ら
の
脱
却
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
教
科
書
を
中
心
と
す

る
教
材
に
も
改
善
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
新
科
目
「
言
語
文
化
」
に
お
い
て
、
教
材
の
観
点
か
ら
古
典
の
授
業
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る

こ
と
に
あ
る
。「
言
語
文
化
」
の
国
語
教
科
書
を
主
た
る
対
象
と
し
て
調
査
を
行
い
、
旧
来
の
教
科
書
か
ら
の
改
善
点
や
、
そ
の
教
材
を

用
い
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
授
業
が
目
指
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
題
材
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』

を
選
定
し
た
。
中
古
の
歌
物
語
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
後
世
の
文
学
作
品
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
た
文
学
史
的
に
も
重
要
な

作
品
で
あ
り
、
比
較
的
平
易
な
文
章
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
初
学
者
が
古
典
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
教
材
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
。
長
ら
く
古
典
教
育
の
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
が
「
言
語
文
化
」
で
は
ど
の
よ
う
な
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
か

を
確
か
め
た
い
。『
伊
勢
物
語
』
は
約
一
二
五
の
章
段
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
章
段
は
限
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
本
稿
で
は
六
段
（
い
わ
ゆ
る
芥
川
章
段
）
を
主
に
扱
う
こ
と
と
し
た
。
六
段
は
『
伊
勢
物
語
』
中
で
も
「
鬼
」
に

よ
る
怪
異
を
描
い
た
特
殊
な
章
段
で
あ
り
、初
学
段
階
の
生
徒
が
古
典
へ
の
興
味
を
深
め
る
の
に
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

方
法
と
し
て
は
、「
言
語
文
化
」
の
教
科
書
を
網
羅
的
に
調
査
し
、「
国
語
総
合
」
教
科
書
と
の
比
較
、
学
習
課
題
・
学
習
の
手
引
き
・

言
語
活
動
の
検
討
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
文
法
や
語
法
に
つ
い
て
の
学
習
課
題
は
扱
わ
ず
、
内
容
理
解
に
関
す
る
も
の
を
主
に

取
り
上
げ
て
い
る
。
言
語
活
動
に
つ
い
て
は
、
科
目
が
「
言
語
文
化
」
に
な
っ
て
教
科
書
が
大
き
く
変
更
さ
れ
た
点
の
一
つ
で
あ
る
。『
学

習
指
導
要
領
』
に
お
い
て
も
、
他
の
国
語
科
目
と
同
様
に
「
目
標
」
と
し
て
「
言
語
活
動
を
通
し
て
」
理
解
し
、
表
現
す
る
資
質
・
能
力

を
育
成
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
学
習
指
導
要
領
』
に
は
「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
各
教
科
書
に
お
い
て
も
様
々
な
言
語
活
動
の
提
案
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
古
典
教
育
の
中
で
の
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
が
目
指
さ
れ
て
い
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
を
教
材
と
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
達
成
で
き
る
の
か
、

そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
。
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第
一
715
：
東
下
り
（
九
段
）・
筒
井
筒
（
二
三
段
）

　
　

第
一
716
：
筒
井
筒
（
二
三
段
）

　
　

桐
原
717
：
芥
川
（
六
段
＊
）・
東
下
り
（
九
段
）・
筒
井
筒
（
二
三
段
）・
梓
弓
（
二
四
段
）・
小
野
の
雪
（
八
三
段
）

　

こ
こ
に
み
た
よ
う
に
、採
録
さ
れ
て
い
る
章
段
は
、六
段（
八
八
％
）、九
段（
七
六
％
）、二
三
段（
九
四
％
）が
多
く
、二
四
段（
四
一
％
）

が
こ
れ
に
次
ぐ
。
桐
原
教
科
書
の
み
が
八
三
段
を
採
録
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
「
国
語
総
合
」
と
変
わ
ら
な
い
（
注
３
）。
い
わ
ゆ
る
定
番

教
材
が
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
文
に
関
し
て
は
、
六
段
は
、「
こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
」
以
下
の
段
末
注
記
を
省
く
も
の
が
多
く
、
二
三
段
は
、「
ま
れ
ま
れ
、
か
の

高
安
に
」
以
下
の
後
半
部
分
を
省
く
も
の
が
若
干
み
ら
れ
た
。
読
解
の
分
量
を
減
ら
す
と
と
も
に
話
を
単
純
化
す
る
こ
と
で
、
学
習
の
負

担
を
軽
減
さ
せ
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
段
の
段
末
注
記
は
二
条
の
后
と
在
原
業
平
と
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
で
、
文
学

史
・
享
受
史
的
に
も
重
要
な
記
述
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
物
語
の
本
文
を
削
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
か
ね
て
よ
り
批
判
も
あ
っ
た
（
注
４
）。

ま
た
、
大
修
館
706
で
は
、
九
段
・
二
三
段
に
お
い
て
、
本
文
を
中
略
し
、
そ
の
内
容
を
現
代
語
訳
に
近
い
形
で
要
約
し
て
示
す
と
い
う
工

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
授
業
時
間
と
の
兼
ね
合
い
の
中
で
こ
の
よ
う
な
処
理
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
程
度
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

次
節
以
降
で
は
六
段
を
対
象
に
、「
言
語
文
化
」
教
科
書
を
具
体
的
に
分
析
す
る
。

　
三
　「
芥
川
」
章
段
の
検
討

（
１
）
学
習
課
題

　

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
六
段
は
「
言
語
文
化
」
教
科
書
に
お
い
て
も
採
録
率
の
高
い
章
段
と
な
っ
て
い
る
。「
男
」
が
「
女
」
を
盗
み

出
し
て
逃
げ
た
果
て
に
「
女
」
が
「
鬼
」
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
、
最
後
に
「
白
玉
か
」
の
歌
が
余
韻
を
添
え

る
と
い
う
展
開
は
、
適
度
に
短
い
文
章
の
中
に
ド
ラ
マ
性
や
怪
奇
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
生
徒
の
興
味
を
惹
起
す
る
の
に
ふ
さ
わ
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し
い
教
材
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
多
く
の
教
科
書
が
省
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
半
の
段
末
注
記
部
分
は
、
在
原
業
平
と
二
条
の

后
と
の
禁
じ
ら
れ
た
恋
の
物
語
と
い
う
、『
伊
勢
物
語
』
の
他
の
章
段
に
も
関
わ
る
内
容
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
そ
の
教
材
と
し
て

の
重
要
性
か
ら
、
六
段
は
多
く
の
教
材
研
究
・
授
業
実
践
報
告
が
な
さ
れ
て
き
た
（
注
５
）。
ま
た
、
文
学
研
究
に
お
い
て
は
様
々
な
問
題
が

提
起
さ
れ
て
い
る
。代
表
的
な
も
の
で
は
、「
芥
川
」の
位
置
は
ど
こ
か
、「
白
玉
か･･････

」の
歌
は
本
来
物
語
と
は
無
関
係
の
も
の
だ
っ

た
か
否
か
、
段
末
注
記
は
ど
の
段
階
で
書
か
れ
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
（
注
６
）。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
新
し
い
知
見

を
加
え
た
り
、
従
来
の
解
釈
を
刷
新
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
教
育
の
現
場
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義

を
持
つ
か
を
検
討
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
「
言
語
文
化
」
教
科
書
に
お
け
る
学
習
課
題
を
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
以
下
の
二
つ
の
課
題
が
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書

に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
「
女
」
の
人
物
像
や
身
分
・
境
遇
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
白
玉
か
」
の

和
歌
に
込
め
ら
れ
た
「
男
」
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
旧
来
の
教
科
書
に
も
あ
っ
た
学
習
課
題
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
は
物
語
の
背
景
や
状
況
設
定
を
詳
細
に
描
か
な
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
六
段
に
つ
い
て
も
説
明
が
か
な
り

不
足
し
て
お
り
、「
女
」
に
関
す
る
情
報
は
段
末
注
記
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
つ
目
の
課
題
か
ら
、「
女
」
の
人
物
像
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
で
、「
男
」
と
「
女
」
の
関
係
性
、
身
分
差
を
推
測
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。
こ
の
課
題
で
は
多
く
の
教
科
書
が
「
女
」

の
発
言
で
あ
る「
か
れ
は
何
ぞ
」（
注
７
）と
い
う
本
文
の
表
現
を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。「
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
」

を
見
て
、「
露
」
だ
と
わ
か
ら
な
い
、
ま
た
は
「
露
」
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
ほ
ど
の
深
窓
の
令
嬢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
思
い
至

ら
せ
、「
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
」
と
合
わ
せ
て
「
女
」
が
高
貴
な
身
分
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
ら
せ
る
狙
い
で
あ
る
。「
女
」
が
い

か
に
高
貴
な
身
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
露
を
知
ら
な
い
と
は
考
え
に
く
く
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
は
「「
い
と
暗
き
」
夜
だ
か
ら
、

何
か
僅
か
に
光
る
も
の
、
と
見
え
た
」
た
め
に
尋
ね
た
の
だ
と
す
る
。
多
少
の
強
引
さ
は
あ
る
が
、
邸
の
中
で
大
事
に
育
て
ら
れ
た
「
女
」

が
草
の
生
い
茂
る
夜
道
に
慣
れ
て
い
な
い
様
子
は
生
徒
に
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。「
言
語
文
化
」に
お
い
て
、『
学
習
指
導
要
領
』〔
知
識
・

技
能
〕
の
指
導
事
項
に
は
「
文
章
の
意
味
は
、
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
文
章
を
読
む
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際
、
個
々
の
語
句
が
示
す
意
味
だ
け
で
は
読
み
取
れ
な
い
情
報
が
そ
の
文
章
の
背
後
に
あ
る
文
脈
と
合
わ
せ
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
こ
で
「
か
れ
は
何
ぞ
」
の
一
行
か
ら
「
女
」
の
様
子
を
想
像
す
る
読
み
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

読
み
は
「
女
」
が
高
貴
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
文
脈
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
し
に
闇
雲
に

想
像
を
働
か
せ
る
の
は
合
理
性
を
欠
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
「
女
」
が
二
条
の
后
で
あ
る
こ
と
を
示
す
段
末

注
記
の
内
容
を
生
徒
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
は
物
語
の
核
と
な
る
和
歌
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。「
本
文
全
体
（
の
内
容
）
を
踏
ま
え
て
」（
東
書
701
・
東

書
702
・
第
一
713
・
第
一
714
）、「
露
の
語
に
注
意
し
て
」（
三
省
堂
703
）
と
い
っ
た
指
示
を
含
む
課
題
が
あ
る
よ
う
に
、
歌
を
単
独
で
解
釈

す
る
だ
け
で
な
く
、
散
文
部
分
と
歌
の
表
現
を
結
び
つ
け
て
歌
を
読
み
解
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
歌
物
語
や
歌
の
用
い
ら
れ
る

そ
の
他
の
物
語
的
文
章
、
日
記
作
品
等
を
読
む
に
あ
た
っ
て
重
要
と
な
る
読
解
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
の
課
題
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
挿
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
伊
勢
絵
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
画
中
の

「
男
」
の
姿
が
本
文
の
ど
の
場
面
と
対
応
し
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
学
習
課
題
が
あ
っ
た
（
東
書
701
・
大
修
館
705
・
大
修
館
706
）。
ま
た
、

課
題
と
は
別
に
設
け
ら
れ
た
脚
問
に
お
い
て
も
挿
絵
と
本
文
の
描
写
と
の
違
い
を
見
つ
け
さ
せ
る
も
の
（
数
研
707
）、
挿
絵
に
描
か
れ
た

三
つ
の
場
面
に
従
っ
て
本
文
の
区
切
り
を
考
え
る
も
の
（
数
研
709
）
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
絵
画
資
料
を
学
習
の
補
助
と
し
て
用
い
た

も
の
は
言
語
活
動
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
別
の
課
題
に
は
、
散
文
部
分
に
お
け
る
「
男
」
の
行
動
や

心
情
を
考
え
る
、
ま
た
は
整
理
す
る
も
の
（
三
省
堂
703
・
三
省
堂
704
・
数
研
707
・
数
研
708
・
数
研
709
・
第
一
713
・
第
一
714
）、
男
の
行
動
を

中
心
に
話
を
ま
と
め
る
も
の
（
筑
摩
712
）
等
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
男
」
に
つ
い
て
は
そ
の
行
動
や
心
情
に
つ
い
て
考
え
る
課
題
が
あ
る
一
方
で
、「
女
」
に
関
し
て
は
「
身
分
」
や
「
暮

ら
し
」
に
着
目
さ
せ
る
課
題
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
当
該
章
段
に
は
「
女
」
の
心
情
は
物
語
中
で
明
確
に
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
文

の
表
現
に
基
づ
い
て
内
容
を
理
解
す
る
の
が
読
解
の
基
本
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、「
男
」
と
の
逃
避
行
が
「
女
」
の

同
意
に
よ
る
も
の
な
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
立
石
和
弘
氏
は
、「
女
」
に
は
同
意
の
意
志
も
な
く
、「
男
」
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の
「
盗
み
」
は
一
方
的
な
「
拉
致
」
で
あ
る
と
し
、
当
該
章
段
が
「
男
」
の
純
愛
を
描
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
と
し
て
享
受
さ
れ

て
き
た
歴
史
の
中
で
こ
の
物
語
が
持
つ
暴
力
性
が
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
（
注
８
）。

　

当
該
章
段
を
男
女
の
相
思
相
愛
の
物
語
と
し
て
読
む
余
地
は
残
さ
れ
て
お
り
（
注
９
）、「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
い
う
女
の
発
言
に
男
に
対
し

て
心
を
許
す
女
の
姿
を
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
（
注 

            10
）。
し
か
し
、
一
方
で
立
石
氏
の
指
摘
も
重
要
で
あ
り
、
こ
の
物
語
が
男
性

に
よ
る
女
性
の
心
情
を
無
視
し
た
一
方
的
な
愛
情
表
現
を
美
化
し
、
男
性
の
持
つ
加
害
性
を
肯
定
す
る
と
い
う
価
値
観
を
助
長
し
か
ね

な
い
と
い
う
危
険
性
を
孕
む
点
（
注　

　　　11
）
に
教
育
者
は
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
吉
野
誠
氏
の
授
業
実
践
報
告
（
注 

    12
）
で
は
、
こ
の
よ

う
な
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
当
該
章
段
に
お
い
て
「
女
」
の
心
情
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
必
ず
し
も
「
女
」
の
合
意
が
存
在

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
気
づ
か
せ
る
。
さ
ら
に
女
性
の
合
意
の
重
要
性
を
め
ぐ
っ
て
、
古
典
世
界
と
現
代
に
お
け
る
男
女

の
関
係
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
相
違
や
性
愛
関
係
に
お
け
る
男
性
の
在
り
方
に
ま
で
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
議
論
の
中
で
か
つ
て
の
男
性
性
を
め
ぐ
る
価
値
観
が
批
判
的
に
見
直
さ
れ
て
い
る
昨
今
、『
伊
勢
物
語
』
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性

を
新
た
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
言
語
活
動

 

次
に
、
言
語
活
動
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
こ
こ
は
前
述
の
よ
う
に
「
言
語
文
化
」
教
科
書
に
お
い
て
大
き
く
刷
新
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、

多
く
の
教
科
書
が
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
主
な
活
動
を
分
類
し
た
も
の
が
以
下
で
あ
る
。

①
絵
画
資
料
を
用
い
た
活
動･･････

三
省
堂
704
・
第
一
713
・
第
一
714

②
段
末
注
記
に
注
目
し
た
活
動･･････

数
研
707
・
明
治
711

③
比
べ
読
み
の
活
動･･････

数
研
708

④
創
作
活
動･･････

数
研
709
・
桐
原
717

　

①
は
、
学
習
課
題
の
一
部
に
も
見
ら
れ
た
、
歴
史
的
絵
画
資
料
を
用
い
て
物
語
の
本
文
と
の
対
応
関
係
を
考
え
た
り
、
相
違
点
を
見
出
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し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
省
堂
704
で
は
、
奈
良
絵
本
『
伊
勢
物
語
』（
鉄
心
斎
文
庫
所
蔵
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
女
」
を
背
負
っ

た
「
男
」
が
川
辺
に
い
る
と
い
う
伊
勢
絵
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
構
図
で
あ
る
。
二
人
の
視
線
は
柳
の
木
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
活
動
の
内

容
は
、「
ど
ん
な
場
面
を
描
い
て
い
る
か
、
和
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
話
し
合
お
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
散
文
部
分
と
和
歌
と
の

対
応
関
係
に
着
目
さ
せ
る
の
が
狙
い
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
絵
画
資
料
は
視
覚
情
報
に
よ
っ
て
生
徒
の
理
解
を
補
助
す
る
も
の
と

し
て
役
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
第
一
713
・
第
一
714
に
は
『
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
』（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
。
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
を
近
世
に
狩
野
養
信
ら
が
模

写
し
た
も
の
と
さ
れ
る
）
と
物
語
本
文
と
を
比
較
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、「
女
」
を

背
負
っ
て
川
の
側
を
進
む
「
男
」、
落
雷
の
中
「
女
」
の
い
る
建
物
の
前
に
弓
箭
を
持
っ
て
立
つ
「
男
」、「
鬼
」
に
捕
ら
え
ら
れ
た
女
を

見
て
足
ず
り
を
し
て
泣
く
「
男
」
と
い
う
三
つ
の
場
面
を
描
い
た
「
異
時
同
図
」
の
手
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
教
科
書
も
多
く

が
こ
れ
を
掲
載
し
て
お
り
、
学
習
の
課
題
で
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
の
絵
巻
は
、「
女
」
が
「
男
」
の
眼
前
で

食
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
物
語
の
描
写
と
細
部
に
お
い
て
異
な
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
第
一
713
・
第
一
714
は
、「
後
代
の
解
釈
に
基
づ
い
て

描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
絵
巻
の
世
界
が
絵
師
た
ち
の
解
釈
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

物
語
の
解
釈
は
歴
史
と
と
も
に
変
遷
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
伊
勢
物
語
』
が
後
代
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
文
化
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
き
た
か
と
い
う
享
受
の
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
自
国
の
伝
統
文
化
に
対
す
る
関
心
を
よ
り
深
め
る
こ
と

に
つ
な
が
る
（
注

    13
）。
ま
た
、
桐
原
717
は
コ
ラ
ム
で
「
鬼
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
り
、
中
古
で
は
「
鬼
」
は
人
の
目
に
見
え
な
い
存
在
だ
っ

た
（
注

     14
）
も
の
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
鬼
の
姿
が
可
視
化
さ
れ
る
の
だ
と
し
て
、『
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
』
の
「
鬼
一
口
」
の
場
面

を
例
に
挙
げ
て
い
る
。「
鬼
」
の
文
化
史
研
究
（
注

     15
）
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
人
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
鬼
」
が
元
来
は
別

の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
興
味
を
抱
か
せ
る

教
材
の
好
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

②
は
、
段
末
注
記
に
注
目
さ
せ
た
も
の
で
、
数
研
707
は
前
半
部
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
し
て
段
末
注
記
が
あ
る
こ
と
で
章
段
全
体
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の
読
み
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
活
動
、
明
治
711
は
段
末
注
記
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か

に
つ
い
て
話
し
合
う
活
動
を
示
し
て
い
る
。
大
修
館
705
は
同
内
容
の
問
い
を
学
習
の
課
題
で
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
国
語
総
合
」

教
科
書
で
も
学
習
の
課
題
で
あ
っ
た
問
い
を
協
働
的
な
学
び
の
活
動
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

当
該
章
段
の
段
末
注
記
は
、
後
世
の
手
に
よ
る
も
の
と
す
る
後
人
注
記
説
と
成
立
当
初
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
す
る
説
と
が
古
来
よ
り
対

立
し
て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
後
人
注
記
説
を
と
る
も
の
は
少
な
く
（
注

     16
）、
近
年
に
お
い
て
後
人
注
記
説
は
斥
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
研
707
は
「
後
人
の
付
け
加
え
た
注
記
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
後
人
注
記
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
活
動

を
指
示
し
て
い
る
。
段
末
注
記
を
本
文
に
持
つ
三
省
堂
703
も
参
考
資
料
と
し
て
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』（
注

     17
）
を
引
用
し
て
後
人

注
記
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
後
半
部
は
後
人
の
注
で
あ
る
と
し
た
方
が
前
半
部
と
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
諒
解
さ
れ
や
す
い
と

い
う
教
育
的
配
慮
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
人
注
記
説
の
当
否
は
と
も
か
く
、
教
育
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
生

徒
に
対
し
て
前
半
部
が
主
で
あ
り
、
後
半
部
は
従
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
を
与
え
る
懸
念
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
自
体
で
十
分
に
鑑
賞

で
き
る
怪
異
譚
に
後
世
の
人
間
が
余
計
な
合
理
的
説
明
を
取
っ
て
付
け
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
抱
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

理
解
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
も
の
の
、
特
定
の
意
見
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
で
教
材
の
可
能
性
が
損
な
わ
れ
る
。
虚
と
実
を
曖
昧
に
す

る
と
こ
ろ
に
『
伊
勢
物
語
』
の
方
法
が
あ
る
と
す
る
捉
え
方
（
注

    18
）
も
存
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
文
学
史
的
に
重
要
な
近
松
門

左
衛
門
の
虚
実
皮
膜
論
に
接
続
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
生
徒
の
話
し
合
い
活
動
に
お
い
て
は
、
先
入
観
を
抱
か
せ
な
い
こ
と
で

後
人
注
記
の
可
能
性
も
含
め
て
、
多
様
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
交
流
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

③
は
、
当
該
章
段
の
類
話
で
あ
る
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
第
七
「
在
原
業
平
中
将
女
、
被お

に
に
く
ら
は
る
る
こ
と

噉
鬼
語
」
を
参
考
資
料
と
し
て
用
い
、

読
み
比
べ
を
す
る
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
学
習
指
導
要
領
』
に
お
い
て
「
言
語
文
化
」
の
「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
と
し
て
示

さ
れ
た
「
異
な
る
時
代
に
成
立
し
た
随
筆
や
小
説
、
物
語
な
ど
を
読
み
比
べ
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
論
じ
た
り
批
評
し
た
り
す
る
活
動
」

と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
の
異
な
る
古
典
作
品
を
比
較
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
共
通
点
と
相
違
点
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
読
解

を
深
め
る
と
同
時
に
、
時
代
の
変
遷
に
よ
る
表
現
・
文
体
・
主
題
の
差
異
や
継
承
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川
龍
之
介
『
羅
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生
門
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
第
十
八
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」
と
の
比
べ
読
み
な
ど
は
定
番
の
題
材
で
あ
る
が
、
比

較
の
対
象
は
近
現
代
の
作
品
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
言
語
文
化
が
現
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
古
典
の

価
値
を
認
識
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。
す
で
に
古
典
の
授
業
に
お
い
て
も
、「
比
べ
読
み
」

を
取
り
入
れ
た
す
ぐ
れ
た
授
業
実
践
、
授
業
提
案
が
多
数
提
出
さ
れ
て
い
る
（
注

     19
）。
複
数
の
教
材
を
用
い
た
授
業
は
、
教
師
・
生
徒
双

方
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
い
た
め
に
一
部
の
教
育
現
場
で
し
か
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
言
語
文
化
」
教
科
書
で
言

語
活
動
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
身
近
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
授
業
の
際
に
は
、
現
代
語

訳
や
解
説
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
生
徒
の
負
担
を
減
ら
す
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
具
体
的
に
当
該
章
段
に
お
け
る
比
べ
読
み
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
数
研
708
で
は
、「
三
つ
の
場
面
に
分
け
て
、

登
場
人
物
の
行
動
や
心
情
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
違
い
を
整
理
」
す
る
活
動
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
両
者
の
「
表
現
の
特
徴

に
つ
い
て
話
し
合
い
、
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
」
る
活
動
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
細
部
の
描
写
の
相
違
点
の
確
認
か
ら
、
文
章
全
体
を
通

し
て
表
現
の
特
徴
を
把
握
す
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
作
品
を
比
較
し
た
際
、『
今
昔
物
語
集
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』

に
は
な
い
具
体
性
、
怪
異
性
、
説
教
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
順
に
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、『
今
昔
』
は
『
伊
勢
』
よ
り
も
詳
し
く
具
体
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。『
伊
勢
』

に
お
い
て
「
男
」
と
し
か
説
明
さ
れ
な
い
人
物
に
つ
い
て
、『
今
昔
』
で
は
「
右
近
の
中
将
在
原
の
業
平
」（
注

     20
）
と
い
う
固
有
名
詞
が
明

か
さ
れ
、「
い
み
じ
き
世
の
色
好
み
に
て
、
世
に
あ
る
女
の
か
た
ち
う
る
は
し
と
聞
く
を
ば
、
宮
仕
へ
人
を
も
人
の
娘
を
も
見
残
す
な
く
、

数
を
尽
く
し
て
見
む
と
思
ひ
け
る
」
と
、
手
に
入
れ
た
い
女
を
得
る
た
め
に
は
禁
忌
を
犯
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
好
色
性
が
明
か
さ
れ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
や
在
原
業
平
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
。
現
代
の
小
説
な
ど
の
物
語
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
生
徒
に
は

『
今
昔
』
の
描
写
の
方
が
自
然
な
も
の
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
今
昔
』
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
細
部
の
描
写
を
省
い
た
『
伊
勢
』
の

語
り
の
特
殊
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、『
今
昔
』
で
は
「
男
」
が
「
女
」
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
な
い
事
情
に
つ
い
て
、「「
や
む
ご
と

な
か
ら
む
婿
取
り
を
せ
む
。」
と
言
ひ
て
、
親
ど
も
の
、
め
で
た
く
か
し
づ
き
け
れ
ば
」
と
し
て
お
り
、
身
分
違
い
の
結
婚
が
「
女
」
の
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親
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
数
研
708
は
コ
ラ
ム
と
し
て
「
平
安
時
代
の
婚
姻
形
態
」
を
掲
載
し
て
お
り
、『
今
昔
』

の
記
述
の
背
景
と
な
る
当
時
の
招
婿
婚
の
あ
り
方
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。『
今
昔
』
の
詳
細
な
記
事
に
よ
っ
て
当
時
の
風
習
・

歴
史
的
背
景
が
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　
『
伊
勢
』
の
前
半
部
で
は
、「
男
」
が
「
女
」
を
隠
し
た
蔵
が
「
鬼
あ
る
所
」
で
あ
り
、「
女
」
が
消
え
た
の
は
「
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て

け
り
」
と
、「
鬼
」
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
。
一
方
、『
今
昔
』
で
は
、
業
平
が
目
を
離
し
た
間
に
、「
女
」
は
「
頭
の
限

り
と
、着
た
り
け
る
衣
ど
も
と
ば
か
り
残
」し
て
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
倉
に
住
み
け
る
鬼
の
し
け
る
に
や
あ
り
け
む

0

0

」と
あ
っ
て
、

「
鬼
」
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
も
、
確
証
を
持
っ
た
語
り
で
は
な
い
。「
女
」
を
消
し
た
も
の
の
正
体
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、

説
話
の
怪
異
性
が
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
女
」
の
頭
部
だ
け
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
残
虐
な
描
写
も
あ
り
、『
伊
勢
』
に
は
な
い
恐
怖

を
読
者
に
与
え
る
。
対
照
的
に
、『
伊
勢
』
は
怪
異
性
を
弱
め
る
こ
と
で
、
物
語
の
持
つ
悲
恋
の
主
題
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
同
じ
出
来
事
や
事
件
を
語
っ
て
い
て
も
、
語
り
の
力
点
を
ど
こ
に
置
く
の
か
に
よ
っ
て
読
者
の
印
象
は
異
な
る
。
比
べ
読

み
活
動
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
に
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
捉
え
る
視
座
を
生
徒
は
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
、
数
研
708
の
『
伊
勢
』
本
文
が
段
末
注
記
を
欠
い
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
段
末
注
記
の
持
つ
現
実
性
・
史
実
性

が
あ
れ
ば
こ
そ
、『
今
昔
』
と
の
対
比
も
よ
り
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
相
違
点
と
し
て
『
今
昔
』
が
「
白
玉
か
」
の
和
歌
を
載
せ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
代
わ
っ
て
末
尾
に
は
「
案
内
知
ら

ざ
ら
む
所
に
は
、
ゆ
め
ゆ
め
立
ち
寄
る
ま
じ
き
な
り
。
い
は
む
や
、
宿
り
せ
む
こ
と
は
思
ひ
か
く
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
よ
く
知
ら
な
い

場
所
に
は
立
ち
寄
っ
た
り
、
宿
泊
し
た
り
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
教
訓
を
垂
れ
る
。
悲
惨
な
内
容
に
比
し
て
重
々
し
さ
に
欠
け
る
教
訓

で
あ
る
印
象
を
受
け
る
が
、
世
俗
説
話
に
お
い
て
そ
の
段
末
に
教
訓
を
述
べ
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
伊

勢
』
の
主
眼
は
歌
を
語
る
こ
と
に
あ
る
。
散
文
部
分
の
展
開
や
表
現
は
一
首
の
歌
へ
と
収
斂
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該

章
段
の
比
べ
読
み
活
動
を
通
じ
て
、歌
物
語
と
説
話
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
的
な
違
い
を
理
解
す
る
一
助
と
な
り
う
る
。『
伊
勢
』

は
九
段
も
ま
た
『
今
昔
』
巻
二
十
四
第
三
十
五
に
も
類
話
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
『
伊
勢
』
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
な
ど
比
較
で
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き
る
点
に
乏
し
く
、
比
べ
読
み
教
材
と
し
て
の
学
習
効
果
は
低
い
で
あ
ろ
う
。

　

④
は
、「
白
玉
か･･････

」
の
歌
を
「
現
代
語
の
短
歌
」
に
作
り
換
え
た
り
（
数
研
709
）、
歌
に
込
め
ら
れ
た
「
男
」
の
心
情
を
「
口
語

自
由
詩
」
で
表
現
し
た
り
す
る
（
桐
原
717
）
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
学
習
指
導
要
領
』
の
「
読
む
こ
と
（
言
語
文
化
）」
の
指
導
事
項

に
あ
る
「
和
歌
や
俳
句
な
ど
を
読
み
、
書
き
換
え
た
り
外
国
語
に
訳
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
互
い
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
話

し
合
っ
た
り
、
テ
ー
マ
を
立
て
て
ま
と
め
た
り
す
る
活
動
」
に
一
部
対
応
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
同
『
解
説
』
で
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

和
歌
や
俳
句
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
短
詩
型
の
作
品
は
、
情
報
量
が
比
較
的
限
ら
れ
る
た
め
、
読
み
手
に
よ
っ
て
解
釈
の
幅
は
多
様
な
も

の
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
他
の
文
体
や
形
式
の
文
章
に
書
き
換
え
た
り
外
国
語
に
訳
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
読
み

手
の
多
様
な
解
釈
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
に
は
効
果
的
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
読
む
こ
と
」
の
指
導
に
お
け
る
和
歌
の
作
り
換
え
活
動
は
、
生
徒
の
解
釈
を
言
語
化
す
る
こ
と

に
そ
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
多
様
な
読
み
の
交
流
で
あ
り
、
協
働
的
な
学
習
を
取
り
入
れ
る

こ
と
も
重
要
と
な
る
。

　

こ
の
歌
の
解
釈
の
多
様
性
を
検
討
し
た
際
、
注
釈
書
の
レ
ベ
ル
で
は
解
釈
の
揺
れ
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
が
、「
露
と
答
へ
て
消
え
な

ま
し
も
の
を
」
の
箇
所
は
複
数
の
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
男
」
は
「
女
」
に
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
問
わ
れ
た
時
点
を

回
想
し
、
反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
を
用
い
て
、
現
実
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
願
う
。「
男
」
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、

「
女
」
の
問
い
か
け
に
「
露
」
だ
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、「
露
」
の
よ
う
に
消
え
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、「
男
」
の
願
い
は
「
消
え
去
る
」
こ
と
だ
け
な
の
か
、「
女
の
問
い
か
け
に
応
じ
る
」
こ
と
も
含
む
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
解

釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
の
方
が
よ
り
「
男
」
の
後
悔
が
深
ま
り
、
悲
劇
性
が
増
す
。「
女
」
に
一
言
「
露
」
と
言
っ
て
や
る
だ
け

の
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
「
男
」
の
嘆
き
の
言
葉
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
女
」
の
問
い
か
け
を
受
け

た
時
、
返
事
を
す
る
余
裕
も
な
く
（
注

     21
）
先
を
急
ぐ
「
男
」
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
（
注

     22
）。
和
歌
の
解
釈
の
相
違
は
物
語
全
体
に
つ
い
て
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の
読
み
の
交
流
へ
と
発
展
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

当
該
章
段
を
歌
物
語
や
現
代
の
物
語
に
翻
案
す
る
活
動
は
既
に
提
案
さ
れ
て
お
り
、
実
践
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
（
注

     23
）
が
、
短
歌
・

詩
の
創
作
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
も
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
授
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
俵
万
智
氏
に
よ
る
現

代
語
短
歌
へ
の
作
り
換
え
（
注

    24
）
や
川
上
弘
美
氏
に
よ
る
口
語
自
由
詩
へ
の
作
り
換
え
（
注

    25
）
が
参
考
に
な
る
。

四
　
結
語

　

こ
れ
か
ら
の
高
等
学
校
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
教
材
に
依
存
し
た
授
業
か
ら
の
脱
却
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。「「
教
材
あ
り
き
」
の
発

想
か
ら
「
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
あ
り
き
」
の
発
想
へ
の
転
換
」（
注

    26
）
が
求
め
ら
れ
、
教
材
を
教
え
る
事
を
目
的
と
す
る
の
で
は

な
く
、
い
か
な
る
資
質
・
能
力
を
涵
養
で
き
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
か
つ
て
の
定
番
教
材
も
そ

の
教
材
と
し
て
の
価
値
を
自
明
と
す
る
の
で
は
な
く
、
目
標
と
す
る
資
質
・
能
力
の
育
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
言
語
活
動
を
ど
の

よ
う
に
行
え
る
か
と
い
っ
た
点
が
精
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
古
典
教
育
に
お
け
る
課
題
と
し
て
生
徒
の
学
習
意
欲
が
高
ま

ら
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
常
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
古
典
に
興
味
を
持
た
せ
る
工
夫
は
様
々
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
生
徒
の
浅
薄

な
興
味
を
喚
起
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
的
好
奇
心
に
訴
え
、
自
ら
主
体
的
に
学
ぶ
よ
う
導
く
授
業
が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
授
業
の
た
め
の
古
典
教
材
の
在
り
方
が
模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
新
科
目
「
言
語
文
化
」
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
の
六
段
が
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
を
見
て
き
た
。
現
行

の
教
科
書
で
は
様
々
な
学
習
課
題
や
言
語
活
動
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
、
言
葉
に

よ
る
見
方
・
考
え
方
を
育
む
と
と
も
に
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
学
習
の

内
容
は
、
す
で
に
一
部
で
授
業
実
践
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
教
科
書
で
提
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　
『
伊
勢
物
語
』
は
登
場
人
物
の
心
情
や
背
景
と
な
る
状
況
を
詳
細
に
語
ら
な
い
余
白
の
大
き
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
読
み
手
の
想
像
を
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働
か
せ
た
多
様
な
読
み
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
答
え
に
定
ま
る
の
で
は
な
く
、
学
習
者
相
互
の
読
み

を
交
流
さ
せ
る
協
働
的
な
学
習
に
適
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
の
文
学
作
品
に
与
え
た
影
響
が
大
き
く
、
こ
れ
を
取
り
入
れ
た
作
品
も
多
い

こ
と
か
ら
、
複
数
教
材
に
よ
る
比
べ
読
み
活
動
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
注

    27
）。
さ
ら
に
、
文
学
だ
け
で
な
く
美
術
や
芸
能
に
も
取

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
享
受
の
在
り
方
を
知
る
こ
と
で
我
が
国
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た

教
材
と
し
て
の
特
性
を
理
解
し
た
上
で
よ
り
効
果
的
な
『
伊
勢
物
語
』
の
教
材
と
し
て
の
利
用
法
を
磨
い
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

〔
注
〕

¹ 

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）
解
説　

国
語
編
』（
文
部
科
学
省
）
第
三
章

2 

調
査
に
用
い
た
教
科
書
の
一
覧
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
東
書
701
『
新
編
言
語
文
化
』（
東
京
書
籍
）、
東
書
702
『
精
選
言
語
文
化
』（
同
）、
三
省
堂

703
『
精
選　

言
語
文
化
』（
三
省
堂
）、
三
省
堂
704
『
新　

言
語
文
化
』（
同
）、
大
修
館
705
『
言
語
文
化
』（
大
修
館
書
店
）、
大
修
館
706
『
新
編　

言

語
文
化
』（
同
）、
数
研
707
『
言
語
文
化
』（
数
研
出
版
）、
数
研
708
『
高
等
学
校　

言
語
文
化
』（
同
）、
数
研
709
『
新
編　

言
語
文
化
』（
同
）、
文
英

堂
710
『
言
語
文
化
』（
文
英
堂
）、
明
治
711
『
精
選　

言
語
文
化
』（
明
治
書
院
）、
筑
摩
712
『
言
語
文
化
』（
筑
摩
書
房
）、
第
一
713
『
高
等
学
校　

言

語
文
化
』（
第
一
学
習
社
）、
第
一
714
『
高
等
学
校　

精
選
言
語
文
化
』（
同
）、
第
一
715
『
高
等
学
校　

標
準
言
語
文
化
』（
同
）、
第
一
716
『
高
等
学

校　

新
編
言
語
文
化
』（
同
）、
桐
原
717
『
探
求　

言
語
文
化
』（
桐
原
書
店
）。『
高
等
学
校
教
科
書
目
録
（
令
和
五
年
度
使
用
）』（
文
部
科
学
省
）
に

よ
り
、
教
科
書
の
記
号
・
番
号
を
記
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
教
科
書
の
略
号
と
し
て
こ
れ
を
用
い
る
。

3 

「
国
語
総
合
」
教
科
書
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
の
採
録
状
況
は
、
日
高
愛
子
「「
芥
川
」
小
考
―
―
教
材
と
し
て
い
か
に
古
典
を
伝
え
る
か
―
―
」（『
佐

賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
一
九
巻
二
号
・
二
〇
一
五
・
二
）、
西
一
夫
・
鎌
倉
大
和
「
教
材
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』
を
読
む
―
―
「
芥
川
」

（
第
６
段
）
の
表
現
分
析
―
―
」（『
人
文
科
教
育
研
究
』
四
四
号
・
二
〇
一
七
・
一
二
）
が
ま
と
め
て
い
る
。

4 

末
澤
明
子
「『
伊
勢
物
語
』
の
贈
答
歌
：
付
・
高
等
学
校
古
典
教
材
と
し
て
の
扱
い
」（『
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
・
人
文
学
部
編
』
二
八
号
・

二
〇
一
八
・
二
）
に
近
年
ま
で
の
諸
論
に
つ
い
て
の
整
理
が
あ
る
。

5 

教
材
研
究
と
し
て
、
室
城
秀
之
「
伊
勢
物
語
「
芥
川
」（
六
段
）
―
―
教
材
論
と
し
て
」（
前
田
雅
之
・
小
嶋
菜
温
子
・
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『〈
新

し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
）
―
―
古
典
編
』
右
文
書
院
・
二
〇
〇
三
、
前
掲
注
３
西
一
夫
・
鎌
倉
大
和
論
文
な
ど
。
授
業
実
践
報
告

と
し
て
、
近
時
で
は
、
吉
野
誠
「『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
「
芥
川
」
の
古
典
教
材
と
し
て
の
現
在
的
意
義
―
―
本
文
と
の
往
還
・
盗
ま
れ
る
女
―
―
」

（
河
添
房
江
編
『
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
時
代
の
古
典
教
育　

小
・
中
・
高
・
大
の
授
業
づ
く
り
』
東
京
学
芸
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
八
）
な
ど
。
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6 

竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈　

古
注
釈
十
一
種
集
成
』（
右
文
書
院
・
一
九
八
七
）
に
代
表
的
な
諸
説
の
整
理
が
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
注
５
室
城
論

文
参
照
。

7 
本
稿
で
引
用
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
、
秋
山
虔
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
七
）
に
よ
る
が
、
適
宜
教
科
書
の
表

記
に
合
わ
せ
た
。

8 

立
石
和
弘
『
男
が
女
を
盗
む
話
』（
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
〇
八
）

9 

物
語
本
文
に
つ
い
て
、
通
行
の
藤
原
定
家
天
福
二
年
書
写
本
や
そ
の
系
統
は
「
か
ら
う
し
て
ぬ
す
み
い
で
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
阿
波
国
文
庫
本
・

歴
博
本
に
「
か
ら
う
し
て
を
ん
な
こ
こ
ろ
（
を
）
あ
は
せ
て
ぬ
す
み
い
で
て
」
と
あ
り
、
伝
民
部
卿
筆
本
（
い
わ
ゆ
る
塗
籠
本
）
で
は
「
か
ら
う
し

て
を
ん
な
の
こ
こ
ろ
あ
は
せ
て
ぬ
す
み
て
い
で
に
け
り
」
と
あ
る
。「
女
」
が
「
心
あ
は
せ
」
た
こ
と
、
つ
ま
り
相
思
相
愛
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ

れ
を
傍
証
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
竹
村
信
治
「
伊
勢
物
語
「
芥
川
」
段
小
考
」（『
国
語
教
育
研
究
』
四
八
号
・

二
〇
〇
七
・
三
）
は
「
女
（
の
）
こ
こ
ろ
（
を
）
あ
は
せ
て
」
と
あ
る
本
文
が
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

10 

こ
の
見
解
を
と
る
例
と
し
て
早
稲
田
久
稲
の
会
編
『
学
び
を
深
め
る
ヒ
ン
ト
シ
リ
ー
ズ　

伊
勢
物
語
』（
明
治
書
院
・
二
〇
一
八
）
所
収
の
宮
谷
聡
美

氏
執
筆
の
第
六
段
の
鑑
賞
。
ま
た
、
宮
谷
氏
は
「
芥
川
―
―
「
白
玉
か
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
歌
物
語
史
か
ら
見
た
伊
勢
物
語
』
新
典
社
・

二
〇
二
二
）
に
お
い
て
も
、「
女
」
の
発
言
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
」
も
の
と
す
る
。

11 

井
浪
真
吾
「
国
語
教
育
誌
の
中
の
〈
古
典
〉
―
―
国
語
教
室
で
創
ら
れ
る
〈
古
典
〉」（『
古
典
教
育
と
古
典
文
学
研
究
を
架
橋
す
る　

国
語
科
教
員
の

古
文
教
材
化
の
手
順
』
文
学
通
信
・
二
〇
二
〇
）
は
当
該
章
段
を
「
男
性
に
都
合
の
良
い
女
性
掠
奪
の
話
型
を
用
い
た
テ
ク
ス
ト
」
と
し
、
そ
れ
が

自
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

12 

前
掲
注
５
吉
野
論
文

13 

さ
ら
に
発
展
的
学
習
と
し
て
、同
じ
場
面
を
描
い
た
複
数
の
伊
勢
絵
を
比
較
す
る
と
い
う
言
語
活
動
も
考
え
ら
れ
る
。教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る『
異

本
伊
勢
物
語
絵
巻
』、
奈
良
絵
本
『
伊
勢
物
語
』、『
伊
勢
物
語
図
色
紙
』（
大
和
文
華
館
所
蔵
。
伝
俵
屋
宗
達
筆
）
を
比
較
す
る
だ
け
で
も
「
芥
川
」

の
場
面
に
お
い
て
、「
男
」
が
沓
を
履
い
て
い
る
か
否
か
、「
男
」
と
「
女
」
が
互
い
を
見
つ
め
合
っ
て
い
る
か
、
と
も
に
「
露
」
を
見
て
い
る
か
等

の
違
い
が
見
出
せ
る
（
前
掲
注
８
立
石
書
参
照
）。
こ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
た
ち
に
よ
る
解
釈
の
相
違
や
解
釈
の
歴
史
的
変
遷
が
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
時
で
は
窪
田
祐
樹
氏
が
伊
勢
絵
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
提
案
、
教
材
研
究
の
一
連
を
発
表
し
て
い
る
。
東
書
702
に
お

い
て
も
、
九
段
に
つ
い
て
三
種
の
東
下
り
の
場
面
を
描
い
た
絵
を
比
較
し
、
本
文
と
の
違
い
を
発
見
す
る
言
語
活
動
が
あ
る
。

14 

『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
の
「
人
神
」
の
項
に
「
和
名
於
爾
、
或
説
云
、
隠
而
不
欲
顕
形
、
故
以
称
也
」
と
あ
る
の
を
根
拠
と
す
る
。「
隠
（
オ
ン
）」
を

「
鬼
（
オ
ニ
）」
の
語
源
と
す
る
説
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
等
も
採
用
し
て
い
る
。

。15 

田
中
貴
子
『
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』（
一
九
九
四
、
新
曜
社
）
等
参
照
。

16 

渡
辺
実
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
・
一
九
七
六
）
は
後
人
の
注
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
が
、
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』（
小
学
館
・
一
九
九
四
）、
前
掲
注
７
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
・
二
〇
一
三
）
で
は
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そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
ま
た
、
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
摩
書
房
・
二
〇
一
三
）
は
「
語
り
手
の
言
辞
」、
大
井
田
晴
彦
校
注
『
伊

勢
物
語　

現
代
語
訳
付
・
索
引
付
』（
三
弥
生
書
店
・
二
〇
一
九
）
は
「
必
ず
し
も
後
の
人
の
注
記
と
も
思
わ
れ
な
い
」
と
す
る
。

17 

筑
摩
書
房
・
一
九
九
五
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
興
味
を
抱
い
た
生
徒
が
読
書
活
動
に
用
い
る
の
に
適
し
た
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
り
、

教
科
書
の
コ
ラ
ム
等
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
数
研
709
等
）。

18 
山
本
登
朗
「
段
末
注
記
と
い
う
方
法
―
―
伊
勢
物
語
と
毛
詩
―
―
」（『
伊
勢
物
語
の
生
成
と
展
開
』
笠
間
書
院
・
二
〇
一
七
）
等
。

19 
新
科
目
「
言
語
文
化
」
を
意
識
し
た
も
の
で
例
を
挙
げ
る
と
、
古
屋
明
子
『
有
名
古
典
の
言
語
活
動　
「
言
語
文
化
」「
古
典
探
究
」
に
お
け
る
実
践
例
』

（
明
治
書
院
・
二
〇
二
二
）
で
は
『
竹
取
物
語
』
と
竹
取
説
話
と
の
比
較
、
大
元
理
絵
「「
言
語
文
化
」
読
む
こ
と
（
古
典
）」（
大
滝
一
登
・
髙
木
展

郎
編
『
新
学
習
指
導
要
領
対
応　

高
校
の
国
語
授
業
は
こ
う
変
わ
る
』
三
省
堂
・
二
〇
一
八
）
で
は
複
数
の
時
代
に
わ
た
っ
て
成
立
し
た
浦
島
太
郎

説
話
の
比
較
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
紹
介
し
て
い
る
。

20 

以
下
、『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
は
森
正
人
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
六
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
数
研
708
に
掲

載
さ
れ
た
校
訂
本
文
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
数
研
708
は
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

21 

前
掲
注
６
竹
岡
書
の
「
評
」
は
夜
道
に
光
る
「
露
」
に
「
男
」
も
驚
き
、
返
事
も
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。

22 

三
省
堂
704
の
学
習
課
題
に
は
「
女
に
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
問
い
か
け
ら
れ
、
男
は
ど
う
い
う
行
動
を
と
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
想
像
も
期
待
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

23 

田
山
路
範
幸
「『
伊
勢
物
語
』
芥
川
の
書
き
換
え
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
」（
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
第
一
四
二
回
東
京
大
会
自
由
研
究
発
表
・

二
〇
二
二
・
五
）
等
。

24 

『
21
世
紀
版
・
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

第
二
巻　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』（
講
談
社
・
二
〇
〇
九
）
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
作
中
歌
が
現
代
短
歌
に

訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
注
17
俵
書
も
参
考
に
で
き
る
。

25 

『
池
澤
夏
樹
＝
個
人
編
集
日
本
文
学
全
集　

第
三
巻　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
・
土
左
日
記
・
更
級
日
記
』（
河
出
書
房
新
社
・

二
〇
一
六
）
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
作
中
歌
が
口
語
自
由
詩
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

26 

大
滝
一
登
『
高
校
国
語　

新
学
習
指
導
要
領
を
ふ
ま
え
た
授
業
づ
く
り　

理
論
編
』（
明
治
書
院
・
二
〇
一
八
）

27 

本
稿
で
取
り
上
げ
た
六
段
だ
け
で
な
く
、
二
三
段
と
『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
（「
沖
つ
白
波
」）
と
の
比
べ
読
み
を
言
語
活
動
に
据
え
た
教
科
書
が

あ
る
（
明
治
711
・
第
一
713
・
第
一
714
）。

〔
付
記
〕

 

本
研
究
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科
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13986

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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