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っ
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「
行
う
る
は
学
の
半
ば
」
と
は
、
教
え
る
こ
と
が
教
授
者
自
身

に
と
っ
て
も
学
ぶ
こ
と
の
半
分
を
成
す
と
の
格
言
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
教
授
者
は
、
す
で
に
玉
成
っ
て
そ
の
成
果
を
一
方
的
に
教
え

る
立
場
で
は
な
い
。
教
え
る
こ
と
の
困
難
を
つ
う
じ
て
自
ら
の
学

の
不
足
を
自
覚
し
つ
つ
、
自
身
が
学
を
深
め
成
熟
さ
せ
る
過
程
に

あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
含
蓄
の
深
い
名

言
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
つ

　
こ
の
格
言
の
出
典
は
『
尚
書
』
説
命
下
で
あ
り
、
「
王
学
半
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
つ

と
い
う
か
た
ち
で
見
え
る
。
ま
た
、
『
礼
記
』
学
記
に
も
「
見
命

日
、
学
業
半
」
と
あ
る
（
－
）
。
前
者
の
「
籔
」
字
な
ら
び
に
後
者
の

上
の
「
学
」
字
は
、
階
の
陸
徳
明
の
『
経
典
釈
文
』
が
与
え
る
発

音
指
示
に
よ
り
「
コ
ウ
」
（
字
音
仮
名
遣
い
で
は
「
カ
ウ
」
）
と
読

み
、
「
教
え
る
」
の
意
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
該
当
箇
所

の
解
釈
は
、
い
わ
ゆ
る
古
注
・
新
注
と
も
に
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い

る
（
2
v
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
用
い
ら
れ
る
意
味
が
古
く
か
ら
標

準
的
解
釈
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
、
い
ち
お
う
は
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
句
の
解
釈
が
完
全
に
安
定
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
と
く
に
新
注
の
周
辺
で
、
別
建
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
新
注
に
お
い
て
も
、
現
在
通
行
の
解
釈
か
ら

微
妙
に
逸
脱
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
新
注
の
周
辺
に
お
け
る
解
釈
状
況
を
参
照
し
つ
つ
、

「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
の
意
味
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。

私
は
基
本
的
に
は
、
通
行
の
解
釈
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、
新
注
、

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
朱
引
に
沿
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
朱

烹
が
退
け
る
別
解
や
新
注
系
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
逸
脱
を
、
忌
日

の
理
解
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
作
業
を
つ
う
じ

て
、
こ
の
格
言
の
含
意
を
よ
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
見
い
だ
せ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
私
が
最
終
的
に
目
指
し
た
い
の
は
、
現
行
の

（
た
と
え
ば
大
学
の
）
教
学
体
制
の
た
め
に
こ
の
格
言
を
利
用
す

る
の
で
は
な
く
、
こ
の
格
言
に
よ
っ
て
現
行
の
教
学
体
制
を
相
対
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化
す
る
可
能
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
先
行
研
究
の
精
査
等
、
論

文
作
成
に
必
要
な
作
業
は
し
て
い
な
い
。
元
来
が
、
こ
の
格
言
に

触
発
さ
れ
た
一
種
の
随
想
と
し
て
着
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
銘
打
つ
こ
と
と
す
る
。

一
　
古
注
と
新
注
、
そ
の
；
貝
性

　
経
学
に
お
い
て
は
古
注
と
新
注
の
別
が
問
題
と
な
る
。
い
わ
ゆ

る
新
注
そ
の
も
の
が
、
旧
来
の
経
学
に
対
す
る
刷
新
の
意
識
に
支

え
ら
れ
て
お
り
、
解
釈
が
違
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
新
注
と
て
古
注
の
成
果
を
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
一
貫
し
て
い
る
部
分
も
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
本
稿
で
問

題
と
し
て
い
る
『
尚
書
』
の
「
職
学
半
」
や
『
礼
記
』
の
「
学
学

半
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
古
注
と
新
注
と
で
ほ
ぼ
解

釈
が
一
貫
し
て
い
る
様
相
を
確
認
し
た
い
。

　
ま
ず
、
『
尚
書
』
説
笹
下
の
「
職
学
半
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ

う
。　

経
文
の
文
脈
を
確
認
し
て
お
く
。
「
説
命
」
は
商
書
に
属
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
え
つ

股
王
・
高
宗
（
武
丁
）
が
傅
説
を
相
と
し
た
さ
い
の
命
辞
な
ら
び

に
空
説
か
ら
異
宗
へ
の
進
言
か
ら
な
る
。
現
行
本
で
は
上
・
中
・

下
の
三
篇
に
分
か
れ
る
。
「
説
命
下
」
で
は
、
ま
ず
、
高
宗
が
甘

盤
と
い
う
賢
臣
か
ら
学
び
な
が
ら
も
諸
般
の
事
情
で
途
絶
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

ま
っ
た
こ
と
の
述
懐
が
あ
り
、
そ
の
五
宗
の
求
め
に
応
じ
て
傅
説

が
学
び
の
心
得
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
激
職
学
半
、
念
終

始
典
干
学
、
厭
徳
脩
寺
泊
」
と
あ
る
。
「
典
」
は
「
常
」
の
意
。

終
始
つ
ね
に
学
を
思
う
な
ら
ば
、
自
覚
も
な
い
ま
ま
に
徳
が
修
ま
っ

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
古
注
は
、
前
漢
の
孔
安
国
の
伝
な
ら
び
に
唐
の
孔
穎
達
ら
の
疏

（
『ｮ
書
正
義
』
）
で
あ
る
。
伝
は
、
現
在
で
は
渠
魁
伝
と
呼
び
慣

わ
さ
れ
て
い
る
。
偽
作
の
疑
い
は
古
く
普
代
か
ら
提
起
さ
れ
て
お

り
、
朱
烹
も
疑
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
孔
伝
そ
れ
自

体
は
唐
代
の
公
定
解
釈
で
あ
る
『
尚
書
正
義
』
に
採
用
さ
れ
て
相

応
の
権
威
を
持
っ
て
い
た
。

　
該
当
箇
所
の
孔
伝
に
曰
く
、

載
、
教
導
。
教
然
後
知
所
困
、
王
学
豊
肥
。

「
載
」
は
「
教
え
る
」
で
あ
る
。
教
え
て
後
に
困
難
な
点
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
学
ぶ
こ
と
の
半
分
で
あ
る
。

孔
疏
は
こ
の
伝
に
従
っ
て
経
文
を
敷
漏
し
て
い
う
。

教
人
然
後
知
困
、
知
困
亭
号
自
差
、

言
草
功
主
峯
学
也
。

人
に
教
え
て
後
に
困
難
さ
を
知
り
、

惟
教
人
早
撃
学
之
半
、

困
難
さ
を
知
っ
た
ら
必



ず
努
力
を
怠
ら
な
い
の
で
、
人
を
教
え
る
こ
と
こ
そ
学
ぶ
こ

と
の
半
分
で
あ
る
。
そ
の
効
果
が
学
ぶ
こ
と
の
半
分
を
占
め

る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
孔
伝
・
孔
疏
と
も
、
あ
と
で
見
る
『
礼
記
』
学
記
を
踏
ま
え
て

解
釈
し
て
い
る
。
経
書
の
記
述
ど
う
し
を
整
合
化
す
る
志
向
性
は
、

注
疏
の
学
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う

　
新
注
は
、
朱
烹
晩
年
の
門
人
で
あ
る
三
二
が
師
の
命
を
受
け
て

作
っ
た
『
書
集
伝
』
で
あ
る
。
該
当
箇
所
（
「
惟
蝦
」
よ
り
「
岡

覚
」
ま
で
）
の
注
を
、
や
や
長
文
だ
が
引
い
て
み
よ
う
。

毅
、
教
也
。
言
教
人
居
学
之
半
。
蓋
道
心
厭
三
者
、
上
之
立
。

載
学
挙
人
者
、
用
之
行
。
兼
体
用
、
合
内
外
、
而
後
脚
学
可

全
也
。
始
之
自
学
、
学
也
。
終
之
教
人
、
亦
学
寮
。
一
念
終

始
、
常
在
国
学
、
無
少
間
断
、
則
徳
之
所
修
、
有
不
知
其
然

而
然
者
　
。
或
日
、
受
教
亦
日
職
。
職
於
為
学
之
道
半
之
、

半
須
自
得
。
此
早
薬
為
業
巧
。
但
古
人
論
学
、
語
皆
整
正
的

実
。
此
章
句
数
非
一
、
不
応
中
間
一
語
独
爾
巧
険
。
此
蓋
後

世
釈
教
機
権
、
而
誤
寒
国
聖
賢
之
二
型
。

「
戦
」
は
「
教
え
る
」
で
あ
る
。
人
を
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ

こ
と
の
半
分
を
占
め
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
道

が
そ
の
身
に
累
積
す
る
（
直
前
の
経
文
に
「
道
積
量
厭
躬
」

と
あ
る
）
の
は
本
体
の
確
立
で
あ
り
、
人
に
学
を
教
え
る
の

は
作
用
の
実
行
で
あ
る
。
体
用
を
兼
ね
、
内
外
を
合
一
さ
せ

て
こ
そ
、
聖
学
は
全
う
し
う
る
の
で
あ
る
。
始
め
に
自
分
で

学
ぶ
の
は
学
で
あ
る
。
終
わ
り
に
人
を
教
え
る
の
も
ま
た
学

で
あ
る
。
考
え
が
終
始
、
常
に
学
の
こ
と
に
あ
っ
て
、
い
さ

さ
か
も
切
れ
目
が
な
い
な
ら
ば
、
徳
が
修
ま
る
こ
と
、
そ
れ

と
は
知
ら
ず
し
て
そ
う
な
っ
て
く
る
。
あ
る
人
は
い
う
。
教

え
を
受
け
る
こ
と
も
ま
た
「
職
」
と
い
う
。
「
毅
」
は
学
問

の
道
に
お
い
て
は
半
分
で
あ
り
、
後
の
半
分
は
自
得
す
る
必

要
が
あ
る
、
と
。
こ
の
説
は
き
わ
め
て
新
奇
で
巧
み
だ
が
、

古
人
が
学
を
論
じ
る
と
き
、
言
葉
は
す
べ
て
平
明
で
具
体
的

で
あ
る
。
こ
の
章
の
句
数
は
一
つ
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
間

に
一
語
だ
け
か
く
も
巧
妙
難
解
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
、
後
世
の
仏
教
の
対
機
説
法
で
あ
っ
て
、
誤
っ

て
そ
れ
で
聖
賢
の
学
を
論
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
の
半
分
を
占
め
る
」
と
の
意
味
で

解
釈
す
る
の
は
、
古
注
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
退
け
ら
れ
て
い
る
「
或
日
」
こ
そ
、
次
節
で
検
討
す
る
別
解

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
解
釈
は
、
基
本
的
に
朱
烹
の
考
え
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
。
『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
九
に
、
「
説
命
」
解
釈
を
め
ぐ
る
朱
烹
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と
門
人
と
の
問
答
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
ロ
バ
当
依
古

注
（
古
注
に
従
う
べ
き
だ
）
」
と
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
察
伝
に
対
応
す
る
文
言
を
ほ
ぼ
逐
一
指
摘
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
発
言
は
今
後
随
時
引
用
す
る
の

で
、
こ
こ
で
は
指
摘
し
な
い
。

　
た
だ
し
、
票
伝
に
見
ら
れ
る
「
体
・
用
」
の
論
理
に
よ
る
整
理

は
、
朱
烹
に
は
見
ら
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
部
分
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
な
ら
ば
、
古
注
は
も
と
よ
り
、
早
苗
の
理
解
か
ら

も
逸
脱
し
て
い
く
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
点
は
第
三
節

で
検
討
し
よ
う
。

　
次
に
、
『
礼
記
』
学
記
の
「
学
学
食
」
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に

す
る
。

　
こ
こ
で
は
該
当
箇
所
の
本
文
自
体
が
「
教
学
相
長
」
を
主
題
と

し
て
お
り
、
そ
の
所
説
を
確
証
す
る
た
め
に
「
春
霞
」
を
引
用
す

る
。
す
な
わ
ち
、

錐
有
嘉
肴
、
弗
食
不
知
其
旨
也
。
錐
有
至
道
、
弗
学
不
知
其

善
也
。
是
故
学
然
後
知
不
足
、
教
今
後
知
恩
。
知
不
足
、
然

半
能
自
首
也
。
知
困
、
草
叢
能
自
慰
也
。
買
置
、
「
教
学
相

長
承
。
」
「
免
命
」
日
、
「
学
学
僧
。
」
其
此
之
夏
掛
。

り
っ
ぱ
な
料
理
が
あ
っ
て
も
、
食
わ
な
け
れ
ば
そ
の
美
味
は

わ
か
ら
な
い
。
至
高
の
道
が
あ
っ
て
も
、
学
ば
な
け
れ
ば
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

の
善
さ
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
ん
で
後
に
足
り
な

い
こ
と
を
知
り
、
教
え
て
後
に
困
難
さ
を
知
る
。
足
り
な
い

こ
と
を
知
っ
て
こ
そ
自
ら
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
困
難

さ
を
知
っ
て
こ
そ
怠
ら
ず
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

「
教
え
と
学
び
と
は
伸
ば
し
合
う
」
と
い
う
。
「
窪
窪
」
に

「
学
直
濡
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
礼
記
』
の
古
注
は
後
漢
の
鄭
玄
の
注
と
唐
の
孔
穎
達
ら
の
疏

で
あ
る
。
「
免
命
日
」
以
下
に
つ
い
て
、
器
皿
は
こ
う
で
あ
る
。

「
言
学
人
乃
益
己
之
学
半
（
人
に
教
え
る
の
は
己
の
学
の
半
分
を

益
す
こ
と
で
あ
る
の
を
言
う
）
」
。
孔
疏
は
、
下
の
「
学
」
を
「
習

う
」
、
す
な
わ
ち
「
学
習
」
の
意
と
取
り
、
と
く
に
礼
の
学
習
と

し
て
解
釈
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
新
注
は
、
元
の
陳
滞
の
『
礼
記
集
説
』
が
そ
れ

に
当
た
る
。
彼
の
採
用
し
た
「
劉
氏
」
の
解
釈
は
、
最
低
限
の
意

味
に
お
い
て
は
古
注
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
『
尚
書
』
察
伝
と

同
様
の
問
題
が
こ
こ
に
も
伏
在
し
て
い
る
の
で
、
第
三
節
で
あ
わ

せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
新
注
系
経
書
解
釈
の
学
問
的
主
柱
と
い
う
べ
き
朱
黒
本
人
は
、

こ
の
箇
所
を
ど
う
解
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
儀

礼
経
伝
通
解
』
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
は
、
遠
位
が
『
儀
礼
』

を
中
心
と
し
て
礼
学
の
新
た
な
体
系
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。



朱
烹
在
世
中
は
未
完
に
終
わ
り
、
門
人
の
黄
幹
ら
に
よ
り
続
修
さ

れ
た
。
そ
の
巻
十
六
に
「
学
礼
十
」
と
し
て
『
礼
記
』
学
記
が
編

入
さ
れ
て
お
り
、
朱
烹
が
生
前
に
裁
定
済
み
で
あ
る
。
該
当
箇
所

の
解
釈
は
鄭
注
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
の
出
典
と
な
る

『
尚
書
』
説
命
下
と
『
追
記
』
学
記
に
つ
い
て
、
そ
の
解
釈
は
古

注
・
新
注
と
も
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
す
な
わ

ち
、
教
え
る
こ
と
が
教
授
者
自
身
の
学
に
お
い
て
半
分
を
占
め
る
、

教
え
る
こ
と
の
困
難
を
自
覚
し
て
さ
ら
に
勉
励
す
る
こ
と
に
よ
り

学
が
進
歩
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
『
礼
記
』
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
解
釈
が
周
囲

の
文
脈
か
ら
し
て
成
り
立
ち
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
尚
書
』

の
場
合
は
、
必
ず
し
も
こ
の
解
釈
に
限
定
す
べ
き
文
脈
と
は
い
え

な
い
。
独
特
の
古
拙
な
文
体
も
手
伝
っ
て
、
む
し
ろ
多
様
な
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。
『
直
穿
』
と
の
整
合
性
は
絶
対
的
な
決
定
力
を

も
つ
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
古
書
の
引
用
に
お
い
て
は

「
断
章
取
義
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
『
尚
書
』
解
釈
に
お
い
て
は
別
解
が
提
起
さ
れ
う

る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
教
え
と
学
び
と
の
関
係
と
い

う
原
理
的
な
問
題
と
し
て
も
展
開
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
一

ﾊ
製
・
・
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
学
の
半
ば

　
前
節
で
、
朱
烹
が
『
尚
書
』
説
割
下
の
「
職
学
業
」
に
つ
い
て

「
古
注
に
従
う
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
こ
と
を
見
た
。
し
か
し
、
そ

の
発
言
の
文
脈
を
見
る
と
、
別
解
の
存
在
を
考
慮
し
た
上
で
、
改

め
て
古
注
の
解
釈
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

票
伝
に
い
う
「
或
日
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
別
解
の
内
容

を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
朱
子
語
類
』
の
当
該
の
条
を
全
文
掲
げ
て
み
よ
う
。

因
説
「
職
学
半
」
日
、
「
近
見
喩
言
古
蹟
説
命
云
、
『
教
ロ
バ
報

得
一
半
、
学
ロ
バ
学
得
一
半
、
那
一
半
教
人
自
理
会
。
』
伯
恭

亦
如
古
説
。
某
旧
時
浦
安
時
、
見
士
人
瓦
書
義
如
臆
説
。

〔
受
血
録
云
、
「
某
看
見
古
人
説
話
不
如
此
険
。
」
〕
先
導
『
王
、

人
探
多
聞
、
時
惟
建
事
』
、
此
是
人
君
且
学
且
毅
、
一
面
理

会
教
人
、
一
面
窮
義
理
。
後
面
説
『
監
干
成
憲
、
其
永
無
双
』

戸
綿
、
是
平
正
実
語
。
不
応
中
間
翻
空
一
句
、
如
此
至
険
。

〔
墓
抄
録
云
、
「
言
語
皆
平
正
、
皆
是
実
語
、
不
応
得
中
間
翻

一
個
筋
斗
去
。
」
〕
如
説
毅
ロ
バ
得
一
半
、
不
成
那
一
半
樟
放
冷

処
、
教
他
自
得
。
此
語
全
似
禅
語
。
ロ
バ
当
依
古
注
。
」
〔
墓
孫

録
云
、
「
此
却
々
禅
語
。
五
通
仙
人
間
仏
、
六
通
如
何
是
那

一
通
。
那
一
通
便
是
妙
処
。
且
如
学
記
引
此
、
亦
ロ
バ
是
依
古

注
説
。
」
賜
。
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



「
毅
蕃
昌
」
の
説
明
の
つ
い
で
に
言
わ
れ
た
。
「
近
ご
ろ
、
喩

子
才
（
喩
樗
の
字
）
が
説
命
に
あ
と
が
き
し
て
『
教
え
る
の

は
半
分
を
教
え
る
だ
け
で
あ
り
、
学
ぶ
の
は
半
分
を
学
ぶ
だ

け
で
あ
る
。
残
り
の
半
分
は
人
に
自
分
で
取
り
組
ま
せ
る
の

だ
』
と
い
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
伯
恭
（
呂
祖
謙
の
字
）
も

そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
私
が
む
か
し
慰
安
に
い
た
時
、

士
人
が
尚
書
解
釈
の
解
答
を
作
っ
て
そ
ん
な
ふ
う
に
説
い
て

い
る
の
を
見
た
。
〔
墓
孫
の
記
録
で
は
、
「
私
の
見
る
と
こ
ろ
、

古
人
の
言
い
方
は
そ
ん
な
ふ
う
に
難
解
も
の
で
は
な
い
。
」
〕

先
だ
っ
て
『
王
よ
、
人
が
多
聞
を
求
め
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
事
を
建
て
る
た
め
』
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
君
が

学
び
つ
つ
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
方
で
は
人
を
教
え
る

こ
と
に
取
り
組
み
、
一
方
で
は
義
理
を
窮
め
る
の
だ
。
後
ろ

の
ほ
う
で
『
成
法
に
鑑
み
、
ど
う
か
永
く
過
ち
無
き
よ
う
』

の
数
語
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
平
明
な
、
中
身
の
あ
る
言
葉

だ
。
間
で
一
句
だ
け
宙
返
り
を
う
つ
よ
う
な
、
そ
ん
な
深
く

て
難
解
な
物
言
い
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
〔
墓
孫
の
記
録
で

は
、
「
言
葉
は
ど
れ
も
平
明
で
、
ど
れ
も
中
身
の
あ
る
言
葉

だ
。
間
で
一
つ
と
ん
ぼ
返
り
な
ん
か
打
つ
は
ず
が
な
い
。
」
〕

も
し
、
教
え
て
も
半
分
を
得
る
だ
け
だ
と
い
う
な
ら
、
ま
さ

か
残
り
の
半
分
は
目
立
た
な
い
場
所
に
う
っ
ち
ゃ
っ
て
お
い

て
相
手
に
自
得
さ
せ
る
と
い
う
の
か
。
こ
の
言
葉
が
全
く
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

て
禅
語
み
た
い
だ
。
古
注
に
従
う
べ
き
だ
。
」
〔
墓
孫
の
記
録

で
は
、
「
こ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
禅
語
み
た
い
だ
。
五
通
仙
人
が

仏
に
問
う
た
、
六
通
と
は
、
あ
と
の
一
通
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
と
。
そ
の
一
通
こ
そ
が
妙
処
な
り
と
。
そ
れ
に

『
学
記
』
で
こ
こ
を
引
く
の
も
、
や
は
り
古
注
に
従
っ
て
説

い
て
い
る
わ
け
だ
。
」
賜
の
記
録
。
〕

　
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
別
解
は
、
「
職
」
を
「
教
」
と
訓
釈
し
つ

つ
も
、
教
え
る
主
体
と
学
ぶ
主
体
と
を
別
々
に
捉
え
る
。
す
な
わ

ち
、
教
授
者
の
教
え
を
通
じ
て
学
習
者
が
獲
得
す
る
心
知
は
、
学

全
体
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
の
半
分
は
、
学
習
者
が
自
力
で

会
得
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
少
な
か
ら
ぬ
人
物
が
こ
の
別
解
の
支
持
者
と
し
て

登
場
す
る
。
一
人
は
喩
樗
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
一
人
は
呂
祖
謙

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
人
は
、
朱
黒
が
同
安
主
簿
で
あ
っ
た
と

き
に
接
し
た
士
人
で
あ
る
。
あ
と
で
参
照
す
る
別
の
条
で
は
、
朱

書
の
門
人
が
「
葛
氏
解
」
を
挙
げ
て
同
様
の
解
釈
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
は
当
時
、
一
定
の
支
持

を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
（
3
）
。

　
こ
の
う
ち
、
呂
祖
謙
の
解
釈
を
見
よ
う
。
彼
は
、
朱
夏
と
は
学

風
を
異
に
し
つ
つ
も
一
定
の
協
力
関
係
に
あ
り
、
博
大
な
学
識
を

も
っ
て
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
注
解
を
門
人
・
廻
瀾
が
増



修
し
た
『
雲
華
東
京
書
説
』
巻
十
三
に
よ
れ
ば
、

此
交
修
之
義
也
。
大
抵
教
人
与
国
教
者
、
其
功
各
半
。
師
挙

一
隅
、
学
者
当
以
三
隅
自
学
、
師
事
機
軸
、
学
者
当
期
来
者

自
悟
。
聖
人
之
教
人
、
引
而
不
発
、
上
一
半
固
呈
露
冨
之
助
、

下
一
半
必
自
用
工
、
可
也
。
自
古
聖
賢
著
書
垂
護
、
載
之
方

里
、
其
教
止
及
於
半
、
其
工
夫
之
半
、
学
者
必
自
加
講
求
之

功
。
故
層
群
索
居
、
固
有
孤
霊
迎
害
、
彫
師
友
之
間
、
朝
夕

漸
磨
、
亦
有
僑
佼
之
害
。
蓋
全
僑
師
友
不
自
用
工
、
其
害
愈

大
。
甘
盤
所
以
去
之
、
説
之
言
及
此
、
亦
恐
高
宗
全
侮
之
也
。

　
　
　
　
こ
も
ご
も

ご
れ
は
「
交
々
修
め
る
」
（
先
立
つ
経
文
で
、
高
邑
が
傅
説

に
「
予
を
交
々
修
め
よ
」
と
言
っ
て
い
る
）
の
意
味
で
あ
る
。

だ
い
た
い
、
人
を
教
え
る
こ
と
と
教
え
を
受
け
る
こ
と
と
は
、

そ
の
し
ご
と
が
そ
れ
ぞ
れ
半
分
ず
つ
で
あ
る
。
師
が
一
隅
を

挙
げ
た
ら
学
ぶ
者
は
あ
と
の
三
隅
を
も
っ
て
自
分
で
返
す
べ

き
だ
し
（
『
論
語
』
述
而
を
踏
ま
え
る
）
、
師
が
前
の
こ
と
を

告
げ
た
ら
学
ぶ
者
は
後
の
こ
と
を
自
分
で
悟
る
べ
き
で
あ
る

（
『_
語
』
学
而
を
踏
ま
え
る
）
。
聖
人
が
人
を
教
え
る
に
は
、

導
き
つ
つ
も
啓
発
し
な
い
。
前
半
は
当
然
、
指
導
の
助
け
に

頼
る
け
れ
ど
も
、
後
半
は
必
ず
自
分
で
努
力
す
る
よ
う
に
す

る
な
ら
よ
ろ
し
い
。
古
来
、
聖
賢
の
著
書
や
教
え
は
書
物
に

載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
教
え
は
た
だ
半
分
に
達
す
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
そ
の
努
力
の
半
分
は
、
学
ぶ
者
が
必
ず
自
ら

研
鐙
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
群
れ
を
離
れ
て

引
き
こ
も
る
こ
と
に
固
随
の
害
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

師
友
の
間
で
朝
夕
薫
陶
し
合
う
の
に
も
ま
た
、
頼
っ
て
し
ま

う
弊
害
が
あ
る
。
思
う
に
、
師
友
に
全
く
頼
り
切
っ
て
、
自

分
で
努
力
し
な
い
の
は
、
そ
の
害
が
い
よ
い
よ
大
き
い
。
甘

盤
が
去
っ
た
理
由
、
傅
説
の
言
葉
が
こ
こ
に
及
ん
だ
の
は
、

や
は
り
高
宗
が
頼
り
切
る
の
を
心
配
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
呂
祖
謙
の
解
釈
に
従
う
な
ら
ば
、
「
職
事
半
」
の
「
報
」
が
教

え
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
学
」
は
教
え
を
受
け
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
教
え
を
受
け
る
側
の
主
体
性
が
重
要

で
あ
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
。
教
師
や
聖
賢
の
教
え
は
、
学
ぶ
側

の
学
問
に
お
い
て
半
分
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
と
の
半
分
は

自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
自
得
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
場

合
、
「
報
学
半
」
の
訓
読
は
「
報
う
る
と
学
ぶ
と
半
ば
す
」
と
な

ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
、
朱
烹
は
前
後
の
文
脈
を
吟
味
し
て
、

周
囲
の
文
言
が
い
ず
れ
も
「
平
心
実
語
」
で
あ
る
の
に
こ
こ
だ
け

が
「
深
手
」
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
し
て
退
け
る
。
そ
の
結
果
、

古
注
に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
。

　
朱
烹
の
判
断
は
、
現
代
の
我
々
か
ら
見
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



別
解
に
一
定
の
道
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
教
え
と

学
び
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
面
の
真
実
を
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

呂
祖
謙
が
挙
げ
る
よ
う
に
、
『
論
語
』
と
の
整
合
性
と
い
う
経
学

的
理
由
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と

と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
関
係
は
、
こ
の
別
解
の
も
と
で
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
教
え
る
主
体
と
学
ぶ
主
体

と
を
別
人
と
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
朱
烹
が
指
摘
し
た
「
深
険
」

さ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
文
義
の
解
釈
上
に
も
た
ら
す
、
主
語
の
飛

躍
的
な
交
代
（
「
宙
返
り
」
）
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
朱
鷺
自
身
が
こ
の
解
釈
に
傾
い

た
形
跡
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
九
所
収
の

沈
澗
録
か
ら
一
部
を
引
こ
う
。

或
昏
冥
氏
解
云
、
「
傅
説
与
平
倉
、
我
教
士
者
、
ロ
バ
是
一
半

事
、
那
一
半
要
墨
引
去
行
取
。
故
謂
之
終
始
。
」
日
、
「
某
旧

為
同
安
簿
時
、
学
中
一
士
子
作
書
義
如
是
説
、
毒
見
宮
説
得

新
巧
、
大
喜
。
之
後
見
喩
子
才
践
某
人
説
半
解
後
、
万
引
此

説
。
」

あ
る
人
が
葛
氏
解
を
挙
げ
て
い
っ
た
。
「
傅
説
は
王
に
言
い

ま
し
た
。
私
が
あ
な
た
に
教
え
る
の
は
半
分
の
こ
と
に
す
ぎ

な
い
。
残
り
の
半
分
は
あ
な
た
が
自
分
で
つ
か
み
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
終
始
と
い
う
の
で
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
私
が
む
か
し
応
安
の
主
簿
だ
っ
た
時
、

学
校
の
一
人
の
士
人
が
尚
書
解
釈
の
解
答
を
作
っ
て
そ
ん
な

ふ
う
に
言
っ
て
い
た
。
私
は
そ
れ
が
新
奇
で
巧
み
な
説
き
方

な
の
を
見
て
、
大
い
に
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
愛
子
才
が
誰
か

の
説
命
解
の
後
ろ
に
あ
と
が
き
し
た
の
を
見
た
ら
、
や
は
り

こ
の
説
を
引
い
て
い
た
。
」

　
同
安
の
主
簿
と
し
て
一
士
人
の
解
答
に
出
会
っ
た
件
は
さ
き
の

条
と
同
様
の
話
柄
だ
が
、
朱
墨
は
「
大
い
に
喜
ん
だ
」
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
釈
に
誘
引
さ
れ
る
素
地
は
朱
烹
自
身
に
も

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
朱
墨
は
文
脈
の
検
討
を
経
て
こ
の
解
釈
を

退
け
る
の
だ
が
、
別
解
が
強
調
す
る
自
得
の
重
要
性
そ
れ
自
体
は
、

朱
烹
に
と
っ
て
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
も
、
朱
子
学
を
奉
じ
た
そ
の
後
の
学
者
に
お
い
て
は
、
票

伝
に
従
う
人
々
が
多
か
っ
た
一
方
で
、
思
懸
の
側
に
与
す
る
者
も

少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
朱
子
学
派
の
宣
揚
に
力
を
尽
く
し
た
功
績
で
知
ら

れ
る
真
徳
秀
は
、
呂
祖
謙
も
票
沈
も
と
も
に
引
用
し
た
あ
と
で
次

の
よ
う
に
按
語
を
加
え
る
。

愚
按
、
聖
心
与
学
記
合
。
然
呂
説
亦
有
意
味
。
蓋
説
錐
教
高

老
熟
為
学
之
道
、
然
所
発
明
者
、
特
半
之
而
已
。
自
余
則
高



宗
自
用
其
功
、
可
也
。
故
日
、
「
念
終
始
典
干
学
」
。
未
見
為

釈
氏
機
権
。
姑
並
存
之
。
（
『
西
山
読
書
記
』
巻
二
十
「
学
」
）

私
の
考
え
で
は
、
察
説
は
「
学
記
」
と
合
致
す
る
。
し
か
し
、

呂
説
に
も
ま
た
深
い
意
味
が
あ
る
。
思
う
に
、
傅
説
は
高
宗

に
学
問
の
道
を
教
え
た
の
だ
が
、
明
ら
か
に
し
た
の
は
た
だ

半
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
残
り
は
高
角
が
自
分
で
努
力
を
す
れ

ば
よ
い
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
終
始
つ
ね
に
学
を
思
え
」

と
い
っ
た
の
だ
。
（
票
伝
の
い
う
）
仏
教
の
心
機
説
法
で
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
ば
ら
く
並
べ
て
残
し
て
お
く
。

す
な
わ
ち
、
文
脈
を
考
慮
し
て
も
呂
説
は
な
お
成
り
立
ち
う
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
元
代
ま
で
の
朱
子
学
者
は
こ
の
句
の
解
釈
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
か
。

　
ま
ず
、
票
伝
を
基
本
と
し
た
纂
注
本
に
お
い
て
、
呂
説
や
真
徳

秀
説
を
併
記
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
（
、
）
。
別
解
を
積
極

的
に
主
張
し
た
も
の
と
し
て
は
、
元
の
王
充
転
『
読
書
管
見
』
が

あ
る
。

伝
書
、
教
人
所
得
、
居
自
学
之
半
。
蓋
教
学
楽
長
。
此
理
固

有
之
。
亭
号
説
二
言
、
為
高
々
撃
発
。
不
知
高
宗
学
成
之
後
、

使
雪
転
教
何
人
、
方
可
以
足
成
那
一
半
。
若
不
善
人
、
則
高

宗
所
長
、
嘉
酒
不
全
　
。
以
此
観
之
、
則
教
者
止
得
一
半
、

学
者
当
自
用
功
、
蓋
世
一
隅
能
以
三
隅
反
之
類
。
未
見
其
為

　
マ
マ
　

愴
巧
也
。
（
巻
上
）

伝
（
『
礼
記
』
学
記
）
に
は
、
人
を
教
え
て
得
る
も
の
が
自

分
の
学
の
半
ば
を
占
め
る
、
な
ぜ
な
ら
教
え
と
学
び
が
伸
ば

し
合
う
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
う
い
う
道
理
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

し
か
し
、
傅
説
の
こ
の
言
葉
は
高
宗
の
た
め
に
発
し
た
も
の

で
あ
る
。
高
宗
の
学
が
成
っ
た
あ
と
、
転
じ
て
ど
う
い
う
人

を
教
え
さ
せ
れ
ば
、
残
り
の
半
分
を
完
成
さ
せ
る
に
十
分
だ

と
い
え
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
も
し
人
を
教
え
な
け
れ
ば
、

高
峯
が
学
ん
だ
こ
と
は
つ
い
に
全
う
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
教
え
と
は
一
半
を
得
る
に
止
ま
り
、

学
ぶ
者
は
自
ら
努
力
し
て
、
一
隅
を
挙
げ
た
ら
三
隅
を
も
っ

て
返
す
と
い
っ
た
具
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の

説
が
難
解
巧
妙
だ
と
は
い
え
な
い
。

明
ら
か
に
、
票
伝
が
「
主
日
」
を
退
け
た
論
拠
を
批
判
し
、
文
脈

上
は
別
解
の
ほ
う
が
自
然
だ
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後

に
見
る
よ
う
に
、
朱
烹
の
考
え
で
は
、
学
が
い
ち
お
う
成
っ
た
者

は
人
の
上
に
立
っ
て
教
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
君
主
の
統
治

そ
の
も
の
が
教
え
の
側
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
王
充

転
の
捉
え
方
は
「
教
え
」
の
理
解
が
偏
狭
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
こ
れ
と
は
別
に
、
別
解
と
近
い
解
釈
を
提
起
し
た
朱
子
学
者
と

し
て
、
王
柏
と
金
勲
章
の
師
弟
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
柏

『
書
疑
』
巻
三
は
、
こ
の
一
節
の
意
味
と
し
て
、
教
え
を
受
け
る

段
階
の
人
は
に
わ
か
に
人
を
教
え
る
立
場
に
は
立
て
な
い
こ
と
だ

と
い
う
。
教
え
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
一
半
に
す
ぎ
ず
、
み
ず

か
ら
「
探
討
尋
究
」
し
な
け
れ
ば
そ
の
「
精
微
曲
折
の
詳
」
を
尽

く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
邑
智
が
『
尚
書
勘
注
』
上
な
ら
び
に

『
冥
捜
注
』
暮
六
で
述
べ
る
解
釈
は
、
こ
れ
を
よ
り
経
文
の
文
脈

に
引
き
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
宗
が
も
と
も
と
甘

盤
か
ら
教
え
ら
れ
た
内
容
は
未
だ
完
全
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
傅

説
が
こ
れ
を
十
全
な
も
の
と
す
べ
く
訓
戒
し
た
の
で
あ
る
、
と
い

う
。
甘
盤
か
ら
教
え
ら
れ
た
の
は
一
半
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
意
味

で
あ
る
。

　
朱
烹
そ
の
人
の
解
釈
や
票
沈
『
書
集
伝
』
の
存
在
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ほ
か
な
ら
ぬ
朱
子
学
者
た
ち
の
中
か
ら
別
解
（
も
し
く
は

そ
れ
に
近
い
解
釈
）
の
支
持
者
が
輩
出
し
て
い
た
様
子
が
窺
え

る
（
5
）
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　
や
は
り
、
朱
子
学
そ
の
も
の
の
中
に
、
学
ぶ
主
体
の
自
得
を
重

ん
じ
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
教
え
ら
れ
得

ず
悟
る
ほ
か
な
い
領
域
に
学
の
真
髄
を
見
る
態
度
と
い
っ
て
も
よ

い
。
呂
祖
謙
ら
の
別
辞
は
、
こ
の
こ
と
を
経
文
か
ら
直
載
に
読
み

と
ろ
う
と
す
る
点
が
わ
か
り
や
す
く
、
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
改
め
て
問
題
に
な
る
の
は
朱
烹
の
態
度
で
あ
る
。
朱

黒
が
別
解
を
退
け
た
の
は
、
自
得
の
重
要
性
を
否
定
し
た
か
ら
と

は
思
わ
れ
な
い
。
学
問
の
自
得
的
要
素
は
朱
烹
の
所
説
の
中
に
厳

と
し
て
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
格
物
致
知
」
論
に
お
け
る

「
諮
然
貫
通
」
な
ど
は
、
一
種
の
悟
り
体
験
と
し
て
の
側
面
を
否

定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
『
尚
書
』
の
「
報
学
半
」

の
解
釈
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
は
危
険
だ
と
見
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
朱
烹
の
別
解
排
除
は
、
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、

一
種
の
止
揚
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に

解
し
た
と
き
に
導
き
出
さ
れ
る
解
釈
に
つ
い
て
、
第
四
節
で
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
逸
脱
・
・
体
・
用
と
し
て
の
学
・
教

　
玉
船
『
書
墨
型
』
に
は
、
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
の
関
係

を
体
・
用
、
内
・
外
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
部
分
が
あ
っ
た
。
体
・

用
と
は
、
本
質
と
現
象
、
本
体
と
作
用
な
ど
、
一
つ
の
事
物
を
両

側
面
に
分
け
て
捉
え
る
概
念
化
で
あ
る
。
ま
た
、
内
外
の
合
一
は
、

『
中
庸
』
を
典
拠
と
し
て
飯
代
の
道
学
が
目
標
と
し
た
一
種
の
境

地
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
え
ば
学
ぶ
こ
と
が
内
、
教
え
る
こ
と
が
外

に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
体
・
用
、
内
・
外
い
ず
れ
も
、
教
と
学
と

の
強
い
一
致
関
係
を
主
張
す
る
た
め
の
論
理
で
あ
る
。



同
様
の
論
理
は
、
陳
滞
『
礼
王
春
説
』
に
も
見
ら
れ
る
。

引
下
命
職
学
半
者
、
劉
氏
日
、
教
人
之
功
、
居
吾
身
学
問
之

半
。
蓋
始
之
脩
己
、
所
以
立
其
体
、
是
一
半
。
終
善
教
人
、

所
以
致
其
用
、
音
画
一
半
。
此
所
以
終
始
典
干
鳥
、
成
己
成

物
合
内
外
皇
道
、
然
後
奏
学
問
之
全
功
也
。

「
説
命
」
の
「
職
学
半
」
を
引
く
の
は
、
劉
氏
が
言
う
に
は
、

「
人
を
教
え
る
し
ご
と
は
我
が
身
の
学
問
の
半
分
を
占
め
る
。

そ
も
そ
も
、
始
め
に
己
を
修
め
る
の
は
、
そ
の
本
体
を
確
立

す
る
た
め
で
、
半
分
で
あ
る
。
終
わ
り
に
人
を
教
え
る
の
は
、

そ
の
作
用
を
実
現
す
る
た
め
で
、
こ
れ
ま
た
半
分
で
あ
る
。

こ
れ
が
『
終
始
つ
ね
に
学
を
思
う
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

自
己
を
完
成
し
他
者
を
完
成
さ
せ
内
外
を
合
一
さ
せ
る
方
法

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
学
問
の
し
ご
と
の
全
体
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
」

「
豊
春
」
が
誰
で
あ
る
か
等
い
ま
だ
突
き
止
め
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
は
、
半
平
と
同
様
の
論
理
で
教
と
学
と
の
関
係
が
把
握
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。

　
問
題
は
、
こ
う
し
た
把
握
が
朱
烹
の
理
解
と
一
致
し
て
い
る
か

ど
う
か
、
で
あ
る
。
前
節
に
見
た
別
解
と
は
異
な
り
、
教
え
る
こ

と
が
教
授
者
自
身
の
学
の
半
ば
だ
と
い
う
大
枠
に
お
い
て
は
、
理

解
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
体
・
用
や
内
・

外
の
論
理
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
図
式
的
な
わ
か
り
や
す
さ
が
あ

る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

微
妙
な
ズ
レ
が
生
じ
得
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
論
理
自
体

は
、
朱
烹
自
身
が
頻
繁
に
用
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
職

学
半
」
の
理
解
に
こ
れ
を
適
用
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
疑
問
の

余
地
が
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
体
・
用
や
内
・
外
の
論
理
で
捉
え
ら
れ
た
教
・

学
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
に
体
・
内
と
し
て
の
狭
義
の
学
（
自
己
の
完
成
）

が
あ
り
、
も
う
一
方
に
用
・
外
と
し
て
の
教
（
他
者
の
完
成
）
が

あ
り
、
両
者
の
一
致
と
し
て
広
義
の
学
（
学
問
の
全
体
）
が
措
定

さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
狭
義
の
学
は
自
足
し
た
単
位
と
し
て
広
義

の
学
の
一
半
を
構
成
し
て
お
り
、
教
え
る
と
い
う
行
為
は
そ
れ
を

他
者
に
及
ぼ
し
、
社
会
的
効
果
を
発
揮
せ
し
め
る
も
の
と
理
解
さ

れ
る
。
こ
の
と
き
、
古
注
に
見
ら
れ
た
、
教
え
る
こ
と
を
通
じ
て

の
己
の
学
の
深
化
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う

懸
念
が
あ
る
。
「
古
注
に
従
う
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
朱
烹
は
、
本

当
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
教
・
学
の
関
係
を
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
『
朱
子
里
心
』
巻
七
十
九
の
沈

埋
録
で
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
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「
惟
毅
学
半
」
、
蓋
己
学
既
成
、
居
巨
人
上
、
則
須
教
人
。
自

学
者
、
学
也
、
而
教
人
者
京
学
。
蓋
初
学
得
者
是
半
、
既
学

而
推
薦
教
人
、
与
之
講
説
、
己
亦
因
砂
層
得
此
段
文
義
、
掌

理
之
功
亦
半
也
。

「
惟
毅
二
半
」
と
は
、
己
の
学
が
成
就
し
た
あ
と
人
の
上
に

立
っ
た
な
ら
、
人
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
自
分
で
学
ぶ
の

は
学
で
あ
る
が
、
人
に
教
え
る
の
も
ま
た
学
だ
、
と
い
う
の

だ
。
と
い
う
の
も
、
最
初
に
学
び
と
っ
た
こ
と
は
半
分
な
の

だ
。
学
ん
だ
後
で
そ
れ
を
推
し
及
ぼ
し
て
人
に
教
え
、
彼
ら

と
講
説
を
行
う
と
き
に
は
、
自
分
も
ま
た
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
そ
の
部
分
の
文
義
を
復
習
で
き
る
。
こ
れ
は
、
教
え
る
こ

と
の
効
果
も
半
分
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
こ
で
の
「
学
」
の
焦
点
は
経
書
の
解
釈
に
あ
る
も
の
の
よ
う
だ

が
、
最
初
に
い
わ
れ
る
学
の
成
就
が
、
さ
し
あ
た
り
の
成
就
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
教
え
る
と
い
う
活
動
に

お
い
て
は
、
す
で
に
自
ら
が
学
び
得
た
内
容
を
自
分
の
中
で
反
復

し
、
理
解
を
深
め
て
い
く
過
程
が
不
可
避
的
に
伴
っ
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
体
・
用
の
論
理
を
硬
直
的
に
適
用
し
た
場
合
の
教
・

学
関
係
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

教
え
る
こ
と
が
何
の
半
ば
な
の
か
と
い
う
点
で
対
比
す
る
な
ら
ば
、

体
・
用
の
論
理
で
は
自
己
完
成
と
他
者
の
完
成
と
か
ら
な
る
広
義

の
学
の
半
ば
で
あ
り
、
狭
義
の
学
と
し
て
の
自
己
完
成
は
す
で
に

完
成
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
朱
烹
の
把
握
で
は
、

自
己
の
学
そ
の
も
の
に
お
い
て
教
え
る
こ
と
が
半
ば
を
占
め
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
察
沈
や
陳
滞
の
解
釈
は
、
新
注
と
は
い

い
な
が
ら
、
そ
の
学
問
的
主
柱
で
あ
る
べ
き
朱
烹
の
理
解
か
ら
は

逸
脱
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
理
由
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
体
・
用
や
内
・
外
の
論
理
を
朱
烹
自
身
が
頻
繁
に

用
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
朱
鷺
の
発
言
に
お

い
て
も
、
己
の
学
が
い
ち
お
う
の
成
就
を
見
た
ら
進
ん
で
人
を
教

え
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
朱
書
が
重
視
し
た
『
大
学
』

に
お
け
る
修
己
治
人
の
段
階
的
把
握
と
も
整
合
的
で
あ
る
。
こ
の

と
き
、
当
初
の
学
の
成
就
が
「
い
ち
お
う
の
成
就
」
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
見
落
と
す
な
ら
ば
、
図
式
的
理
解
に
た
や
す
く
絡
め
取
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
憾
辛
へ
の
注
目
を
離
れ
て
、
よ
り
広
く
早
耳
の
道
学
系
経
書
解

釈
に
眼
を
向
け
る
な
ら
ば
、
察
沈
や
陳
滞
（
お
よ
び
彼
が
引
く
劉

氏
）
の
解
釈
に
類
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
呂
祖
謙

の
師
で
あ
る
林
之
奇
の
『
尚
書
全
解
』
巻
二
十
に
い
う
。



然
人
受
学
也
、
宣
以
独
善
其
一
身
而
已
哉
。
『
中
庸
』
日
、

「
誠
意
、
非
自
答
金
面
已
也
。
所
以
成
物
也
。
道
石
、
仁
也
。

成
物
、
知
也
。
性
之
徳
也
、
望
外
内
之
道
也
。
故
時
措
之
宜

也
。
」
蓋
学
者
既
心
志
時
敏
以
成
己
、
必
在
乎
推
而
教
人
以

成
物
。
能
成
己
又
穂
成
物
、
三
春
以
合
管
内
婦
道
、
而
忠
恕

両
尽
。
黒
蓋
為
学
無
終
也
。
故
継
之
日
、
「
惟
籔
学
半
、
念

終
始
典
干
学
、
厭
鴬
垣
岡
覚
。
」
言
重
心
之
所
有
以
教
人
、

方
里
学
半
。
蓋
学
田
始
、
仁
豊
成
己
、
学
走
査
、
智
以
成
物
。

物
成
己
玉
里
成
物
、
其
野
里
　
。
於
功
之
半
能
思
終
始
常
於

学
、
則
錐
推
以
教
人
、
而
己
之
徳
習
弊
是
而
進
、
日
照
益
而

不
自
知
也
。
此
所
謂
「
厭
乱
離
黒
鼠
」
、
言
推
此
道
以
先
知

覚
後
知
、
以
先
覚
覚
後
覚
、
有
益
於
人
、
是
乃
有
益
於
己
也
。

し
か
し
、
人
の
学
は
そ
の
一
身
だ
け
を
善
き
も
の
と
す
る
に

と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
中
庸
』
に
い
う
。
「
誠
と
は
、
自

ら
己
を
完
成
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
他
者
を
完
成
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
を
完
成
さ
せ
る
の
は
仁
で
あ
り
、

他
者
を
完
成
さ
せ
る
の
は
知
で
あ
る
。
性
の
徳
で
あ
り
、
外

と
内
と
を
合
一
さ
せ
る
道
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
時
に
応
じ
て

適
切
に
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
そ
も
そ
も
、
学
ぶ
者
は

す
で
に
「
志
に
従
い
時
に
敏
な
る
」
（
「
説
蚕
下
」
の
先
行
経

文
に
も
と
つ
く
）
こ
と
で
己
を
完
成
し
て
い
る
の
で
、
必
ず

そ
れ
を
推
し
及
ぼ
し
、
人
に
教
え
て
他
者
を
完
成
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
自
己
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
他

者
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
外
と
内
と
を
合

一
さ
せ
る
道
に
よ
っ
て
忠
恕
の
両
方
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
が
学
問
の
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

え
に
、
こ
れ
に
続
け
て
「
惟
れ
毅
う
る
は
学
の
半
ば
、
終
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

つ
ね
に
学
を
思
わ
ば
、
そ
の
徳
修
ま
る
も
覚
る
こ
と
な
し
」

と
い
う
の
だ
。
そ
の
意
味
は
、
己
が
も
っ
て
い
る
も
の
を
推

し
及
ぼ
し
て
人
に
教
え
る
こ
と
が
「
職
う
る
は
学
の
半
ば
」

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
の
始
め
に
は
仁
に
よ
っ
て
己
を
完

成
さ
せ
、
学
の
終
わ
り
に
は
智
に
よ
っ
て
他
者
を
完
成
さ
せ

る
の
で
、
自
己
の
完
成
か
ら
推
し
及
ぼ
し
て
他
者
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
は
、
そ
の
し
ご
と
が
半
分
に
あ
た
る
の
だ
。
し
ご

と
の
半
分
に
お
い
て
、
終
始
つ
ね
に
学
と
と
も
に
あ
る
よ
う

に
思
念
す
る
な
ら
ば
、
推
し
及
ぼ
し
て
人
に
教
え
る
の
で
は

あ
っ
て
も
、
己
の
徳
は
実
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
進
ん
で
い

き
、
日
ご
と
に
益
し
て
い
き
な
が
ら
も
自
分
で
は
わ
か
ら
な

い
の
だ
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
そ
の
徳
修
ま
る
も
覚
る
こ
と

な
し
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
、
こ
の
道
を
推
し
及
ぼ
し

て
先
知
の
立
場
か
ら
後
知
を
さ
と
ら
せ
、
先
覚
の
立
場
か
ら

後
覚
を
さ
と
ら
せ
、
人
に
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は

自
己
に
益
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

一
三



文
脈
上
、
前
後
の
経
文
の
説
明
と
関
連
す
る
の
で
引
用
が
冗
長
と

な
っ
た
が
、
『
中
庸
』
の
表
現
を
利
用
し
つ
つ
、
自
己
の
完
成
と

他
人
の
完
成
、
内
外
合
一
の
関
係
と
し
て
教
・
学
を
捉
え
て
い
る
。

体
・
用
の
論
理
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
票
・
陳
両
説
と
の
共

通
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
林
説
が
い
う
学
の
半
ば
と

は
、
教
え
る
こ
と
が
人
を
完
成
さ
せ
稗
益
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
教
授
者
の
徳
が
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
学
を
他
者
に
向
け
て
拡
張
す
る
こ
と
と
し

て
広
義
の
学
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
自
ら
学
ん
だ
内
容
が

教
え
る
こ
と
で
深
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
や
は
り

注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
朱
烹
の
思
想
な
い
し
は
道
学
系
の
学
問
の
発
想
そ
の
も
の
に
、

「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
と
い
う
と
き
の
教
・
無
関
係
を
体
・
用
、

内
・
外
の
関
係
で
捉
え
さ
せ
る
傾
き
が
伏
在
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
鞘
自
身
が
そ
こ
ま
で
踏
み
出
し
て
い
な

い
こ
と
に
、
私
は
大
き
な
意
味
を
認
め
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
の
動
態
的
関
係
が
明
瞭
な
も
の
と
し

て
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
朱
烹
の
バ
ラ
ン

ス
感
覚
に
よ
る
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　
票
沈
ら
が
体
・
用
や
内
・
外
と
い
っ
た
用
語
で
捉
え
た
か
っ
た

の
は
、
広
義
の
学
問
に
お
け
る
教
え
る
こ
と
の
不
可
欠
性
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
不
可
欠
さ
は
、
営
倉
の
理
解
に
還
元
し
て
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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え
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
深
い
意
味
を
獲
得
す
る
。
教
え
る
と
い

う
活
動
を
欠
い
て
は
、
自
ら
の
学
び
の
最
終
的
完
成
は
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

四
　
改
め
て
「
鞍
学
課
」
の
含
意
を
考
え
る

　
「
砂
面
半
」
に
対
す
る
朱
烹
の
解
釈
は
、
結
局
、
し
ご
く
平
明

で
あ
る
。
「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
の
現
在
通
行
の
意
味
と
、
何

ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
彼
が
退
け
た
別
解
と
の
関
係
や
、
新
注
に
懸
念
さ
れ

る
彼
の
理
解
か
ら
の
逸
脱
を
考
え
合
わ
せ
た
と
き
、
こ
の
平
明
さ

が
必
ず
し
も
自
明
と
は
い
え
な
い
事
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
古
注
と
異
な
り
、
朱
烹
の
場
合
に
は
、
別
解
を
退
け
た
上
で
、

あ
る
い
は
自
ら
の
理
論
に
よ
る
図
式
的
整
理
に
も
陥
る
こ
と
な
く
、

そ
の
解
釈
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

古
注
よ
り
も
深
い
レ
ベ
ル
で
彼
の
解
釈
を
受
け
止
め
る
べ
き
こ
と

に
な
る
。

　
こ
の
事
情
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
と
き
、
「
職
学
兄
」
は
現
代

の
我
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
含
意
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
自
由
度
を
利
し
、
い
さ
さ
か
漫
談
に
も
及
び

た
い
。

　
「
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
学
の
半
ば
」
と
す
る
別
解
を
排
除
す
べ

き
理
由
と
し
て
朱
烹
自
身
が
挙
げ
て
い
た
の
は
、
文
義
が
難
解
に



な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
と
も
に
、
禅
語
に
似
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
自
得
の
た
め
に
は
、
何
か
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
学
問
の
半
分
ま
で
が
自
得
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
多

く
の
学
習
者
を
荘
顧
た
る
状
態
に
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
突
拍
子
も
な
い
問
い
か
け
に
き
ょ
と
ん
と

し
て
師
の
棒
喝
を
食
ら
う
禅
僧
の
ご
と
く
に
。

　
し
か
し
、
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
も
、
自
得
の
領
域
が

大
き
す
ぎ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朱
烹
は
学
ぶ
こ
と
に

お
け
る
自
得
の
重
要
性
ま
で
も
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
当
初
は
こ
の
理
解
の
新
奇
さ
を
喜
ん
だ
こ
と
を
う
ま
く

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
朱
烹
に
と
っ
て
自
得
と
は
、
あ
く
ま
で
も
聖
賢
の
書
物
や
師
友

の
教
導
に
伴
わ
れ
つ
つ
自
ら
の
修
行
を
積
み
、
そ
の
内
容
の
確
証

と
し
て
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
得
は
学
の
完
成
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ

た
。　

「
鞍
学
半
」
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
学
」
の
内
容

と
し
て
、
自
得
的
要
素
は
当
然
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
教
え
る
に
あ
た
っ
て
自
ら
の
理
解
を
深
め
、
ま

た
、
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
自
ら
の
浅
さ
を
思
い
知
る
と
い
っ
た
過

程
に
は
、
随
所
に
自
得
の
経
験
が
伴
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
与

国
の
立
場
に
立
て
ば
、
教
授
者
は
教
え
た
後
は
た
だ
学
習
者
の
自

得
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
烹
に
と
っ
て
は
、
教
授

者
も
ま
た
自
得
の
経
験
を
深
め
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
新
注
に
見
ら
れ
る
朱
唇
か
ら
の
逸
脱
は
、
学
ぶ
こ
と
と
教

え
る
こ
と
と
を
広
義
の
学
に
お
け
る
体
・
用
関
係
、
い
わ
ば
車
の

両
輪
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
は
、
朱
烹

の
把
握
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
「
学
が
い
ち
お
う
完
成
し
た
ら
、

人
を
教
え
る
べ
き
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
を
教

え
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
自
得
を
伴
っ
た
学
の
深
化
な
の
で
あ
っ

た
。
自
ら
の
学
が
い
ち
お
う
の
完
成
か
ら
真
の
完
成
へ
と
も
た
ら

さ
れ
る
た
め
に
は
、
教
え
る
こ
と
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
票
沈
ら

は
、
こ
う
し
た
関
係
を
明
快
な
図
式
で
表
現
し
た
代
償
と
し
て
、

両
者
の
動
態
的
関
係
を
表
現
し
損
ね
た
の
で
あ
る
。

　
教
え
な
け
れ
ば
真
の
学
問
の
完
成
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

「
教
え
る
」
こ
と
が
他
者
と
の
遭
遇
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
己
の
学
に
お
い
て
自
足
す
る
と
き
、
そ
の

学
問
は
、
他
者
か
ら
は
理
解
不
可
能
な
ま
ま
に
独
善
に
陥
る
危
険

が
あ
る
。
「
教
え
る
」
と
い
う
活
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
己
の

学
は
他
者
に
よ
る
検
証
を
こ
う
む
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
出
会

う
障
害
の
一
つ
一
つ
が
、
教
授
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
学
を
反

省
し
自
得
を
深
め
る
た
め
の
契
機
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

自
得
的
で
あ
り
な
が
ら
他
者
に
も
理
解
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
他

者
を
も
自
得
へ
と
促
し
う
る
学
問
が
鍛
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
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う
。
こ
の
こ
と
の
言
い
換
え
と
し
て
、
真
の
学
問
は
教
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
。

　
と
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
て
、
我
が
身
を
振
り
返
る
に
慨
泥
た

る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
矛
先
を
転
じ
て
み
た
い
。

　
現
在
の
大
学
教
育
に
は
、
問
題
解
決
能
力
の
向
上
を
重
視
し
た

授
業
設
計
が
幅
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、

グ
ル
ー
プ
分
け
等
に
よ
り
学
生
ど
う
し
の
教
え
あ
い
を
促
す
と
い
っ

た
授
業
形
態
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
授
業
内
容
の
定
着
率
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
聞
く
。

　
「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
授
業
形
態

に
符
合
す
る
格
言
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教
え
る
こ
と
を
通

じ
て
学
習
内
容
が
よ
り
ょ
く
定
着
す
る
こ
と
は
、
さ
も
あ
り
な
ん

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
理
由
は
、
経
書
解
釈
の

舞
台
で
す
で
に
洞
察
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
教
え
る
た
め
に
は
よ

り
十
分
な
理
解
を
必
須
と
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
授
業
形
態
そ
の
も
の
は
、
私
と
し
て
も
反
対
で
は
な

い
。
授
業
内
容
が
適
し
て
い
る
場
合
に
は
取
り
入
れ
て
み
た
い
と

さ
え
思
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
縷
々
問
題
に
し
て
き
た
解
釈
に
照

ら
せ
ば
、
こ
う
し
た
授
業
に
お
け
る
教
師
の
存
在
を
こ
そ
問
う
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
学
生
は
た
し
か
に
、
教
え
る
こ
と
を
通
じ
て
学
の
半
ば
を
益
す
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で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
授
業
を
運
営
し
て
い
る
教
師
は
ど
う

か
。
学
生
が
教
え
て
い
る
内
容
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
理
解
さ
れ
る

べ
き
内
容
を
掌
握
し
て
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

困
難
に
ぶ
つ
か
り
、
自
ら
の
学
を
深
め
て
い
く
存
在
で
は
、
も
は

や
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
学
生
の
参
加
を
と
お
し
て
、

教
師
に
と
っ
て
も
予
想
外
の
問
題
解
決
が
切
り
開
か
れ
る
可
能
性

は
あ
る
。
た
だ
、
多
く
の
場
合
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
自
体
は

教
師
が
設
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
を
設
定
す
る
教
師
の

問
題
意
識
ま
で
も
が
問
わ
れ
る
場
面
を
、
こ
う
し
た
授
業
設
計
が

想
定
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
教
師
は
、
自
ら
の
学
に
よ
っ

て
学
生
の
主
体
性
を
枠
づ
け
、
自
ら
は
そ
の
枠
の
管
理
者
へ
と
成

り
上
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
奮
う
る
は
学
の
半
ば
」
と
い
う
格
言
が
真
に
啓
発
的
で
あ
る

の
は
、
教
師
自
身
が
学
の
完
成
の
途
上
に
あ
る
、
も
し
く
は
、
あ

る
べ
き
だ
、
と
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
る
。
「
教
え
る
」
こ
と
は
、

自
ら
の
学
問
を
と
き
に
解
体
さ
せ
る
ほ
ど
の
危
機
を
内
包
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
危
機
を
回
避
し
て
学
問
が
進
む
こ

と
も
ま
た
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
漫
談
も
こ
の
程
度
と
し
、
最
後
に
、

学
問
的
な
気
づ
き
を
記
し
て
お
こ
う
。

本
稿
執
筆
を
つ
う
じ
て
の



　
当
初
の
予
定
で
は
、
古
注
と
新
注
と
の
一
貫
性
を
確
認
し
て
、

た
だ
ち
に
「
教
う
る
は
学
の
半
ば
」
の
含
意
の
検
討
に
移
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
呂
虫
薬
を
は
じ
め
と
す
る
別
解
が
意

外
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
調
査
に
時
間

を
取
ら
れ
る
羽
目
と
な
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
『
通
志
堂
経
解
』
、

『
百
部
叢
書
集
成
』
、
『
四
庫
全
書
珍
本
』
の
範
囲
で
該
当
箇
所
を

繰
っ
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
新
鋭
の
検
索
工
具
を
駆
使
す
れ
ば

宋
・
元
時
代
の
経
学
の
状
況
や
呂
祖
謙
学
の
影
響
力
な
ど
に
つ
い

て
新
知
見
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
妄
想
を
ふ
く
ら

ま
せ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
私
個
人
の
今
後
の
課
題

に
は
直
結
し
な
い
が
、
伝
統
的
な
「
中
国
哲
学
」
研
究
に
も
未
開

拓
の
領
野
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
感
想
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
本
稿
の
執
筆
は
私
自
身
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
の

学
び
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
教
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
自
信
が
な

い
。
ど
う
や
ら
私
は
、
学
の
半
ば
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

で
あ
る
。

注
（
1
）
「
教
」
が
な
ぜ
『
礼
記
』
で
は
「
学
」
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
「
説

　
　
命
」
が
な
ぜ
「
見
命
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
、
は
、
こ
こ
で
は

　
　
問
わ
な
い
。
こ
こ
に
は
経
書
の
今
文
・
古
文
の
問
題
が
介
在
し
て
い

　
　
る
。
『
尚
書
』
説
命
定
は
、
現
在
の
通
説
で
は
、
魏
晋
の
頃
に
偽
作

　
　
さ
れ
た
偽
古
文
尚
書
の
一
篇
で
あ
る
。
『
礼
記
』
学
記
は
「
見
命
」

　
　
を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
は
、
無
代
に
存
在
し
、
そ
の
後
略
供
し
た
本

　
　
来
の
「
古
文
尚
書
」
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
『
尚
書
』

　
　
説
命
下
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
材
料
と
し
て
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
本
稿
で
は
記
述
の
便
宜
上
伝
統
経
学
の
立
場
を
と
り
、
『
尚
書
』

　
　
の
ほ
う
を
先
行
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
。

（
2
）
古
注
と
は
漢
唐
の
僧
宝
注
疏
の
学
の
成
果
を
い
う
。
新
注
と
は
、

　
　
広
義
に
は
宋
以
後
の
注
釈
を
い
う
が
、
本
稿
で
は
と
り
わ
け
元
明
以

　
　
後
の
科
挙
に
採
用
さ
れ
た
朱
子
学
系
統
の
注
釈
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

（
3
）
寓
目
し
え
た
限
り
、
宋
代
に
呂
祖
型
以
外
で
こ
の
解
を
と
っ
た
注

　
　
釈
と
し
て
は
、
夏
儂
『
尚
書
詳
解
』
巻
十
四
、
陳
経
『
尚
書
詳
解
』

　
　
巻
十
七
、
黄
度
『
尚
書
説
』
巻
三
、
胡
士
行
『
尚
書
詳
解
』
巻
五
が

　
　
挙
げ
ら
れ
る
。
陸
九
淵
門
の
衰
鰍
又
『
禦
斎
家
塾
書
鉛
』
巻
七
に
も
部

　
　
分
的
に
重
な
る
解
釈
が
見
え
る
。
朱
子
学
者
に
お
け
る
こ
の
解
へ
の

　
　
支
持
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
。

（
4
）
王
天
与
『
尚
書
纂
伝
』
巻
十
五
下
、
董
鼎
『
書
伝
』
巻
三
の
纂
註
、

　
　
陳
櫟
『
書
集
伝
纂
疏
』
巻
三
。
た
だ
し
、
陳
櫟
は
案
語
で
「
学
記
」
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と
の
整
合
を
支
持
す
る
。
陳
大
猷
『
書
集
伝
或
問
』
巻
下
は
明
示
的

　
に
呂
説
も
ま
た
善
し
と
す
る
。
纂
注
本
以
外
の
も
の
で
、
元
の
朱
祖

　
義
の
『
尚
書
句
解
』
は
、
児
童
用
の
課
本
と
し
て
多
く
察
伝
を
宗
と

　
す
る
と
称
さ
れ
な
が
ら
（
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
十
二
・
書
類

　
二
）
、
該
当
箇
所
は
む
し
ろ
別
解
を
採
っ
て
お
り
、
夏
儀
『
尚
書
詳

　
解
』
を
利
用
し
た
形
跡
が
あ
る
（
巻
五
）
。

（
5
）
明
代
以
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
今
回
ほ
と
ん
ど
調
べ
て
い
な
い
。

　
わ
か
る
範
囲
で
の
み
付
言
す
る
。
ま
ず
、
明
初
に
標
準
解
釈
を
公
定

　
し
た
『
書
経
大
全
』
は
票
伝
を
基
本
と
し
て
お
り
、
該
当
箇
所
に
つ

　
い
て
真
徳
秀
は
引
く
も
の
の
、
呂
説
を
容
認
し
た
部
分
は
引
か
れ
な

　
い
。
馬
明
衡
『
尚
書
疑
義
』
巻
三
お
よ
び
衰
仁
『
尚
書
砥
蒙
編
』

　
（
『
学
海
類
編
』
で
は
『
尚
書
察
註
考
誤
』
と
題
す
）
が
別
解
を
支
持

　
す
る
の
が
、
い
ず
れ
も
陽
明
学
に
親
近
し
た
人
物
で
あ
る
の
が
注
意

　
さ
れ
る
。
明
末
か
ら
清
代
に
か
け
て
は
弁
偽
の
風
潮
が
強
ま
り
、
現

　
行
「
説
命
」
篇
の
偽
作
が
決
定
的
と
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
対
す

　
る
注
釈
に
つ
い
て
も
関
心
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ

　
れ
る
。
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学
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文
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