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『
口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら
』

思
想
と
し
て
の
口
承
文
芸
研
究
（
要
旨
メ
モ
）

発
表
者 

野
村 

純
一

○
学
会
発
足
時
の
理
念
と
目
的

一
、　
切
迫
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
と
視
野
。

一
、　
国
文
学
、
日
本
文
学
研
究
は
何
故
閉
塞
感
を
招
い
た
か
。

一
、　
柳
田
國
男
の
昔
話
研
究
と
関
敬
吾
。

一
、　「
郷
土
研
究
」「
家
郷
の
学
問
」
の
限
界
。

一
、　「
生
活
者
の
昔
話
研
究
」
と
「
研
究
者
の
昔
話
研
究
」。

一
、　
消
滅
、
衰
退
す
る
地
域
言
語
と
一
方
、
併
せ
て
通
底
す
る
話
群
。

一
、　
識
字
率
と
口
承
文
芸
。

一
、　
口
承
文
芸
研
究
は
、
は
た
し
て
落
日
の
運
命
か
。

一
、　
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
か
ら
メ
イ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
転
機
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら

思
想
と
し
て
の
口
承
文
芸
研
究

―
関
敬
吾
先
生
を
巡
っ
て
―

野 

村
　
純 

一

　

お
手
元
に
配
布
の
「
要
旨
メ
モ
」
に
沿
っ
て
話
を
致
し
ま
す
。
そ
れ
に

し
ま
し
て
も
、
最
初
の
発
言
者
の
私
に
は
、
本
学
会
出
立
時
を
回
顧
し
て
、

当
時
の
事
務
局
担
当
者
の
一
人
と
し
て
、
何
か
参
考
に
な
る
材
料
を
提
供

し
て
欲
し
い
と
す
る
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
清
司
先
生
の
ご
慫
慂
か

と
伺
い
ま
し
た
。
差
し
出
が
ま
し
い
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、
以
下
、
申

し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
当
学
会
成
立
の
事
情
に
向
け
ま
し
て
は
機
関
誌
「
口
承
文
藝

研
究
」
第
一
号
の
「
彙
報
」
に
「
口
承
文
藝
学
会
の
創
立
」
と
し
て
、
臼

田
甚
五
郎
先
生
が
経
緯
を
詳
細
に
記
し
て
お
い
で
で
す
。
学
会
の
「
公
式

記
録
」
と
し
て
の
記
事
で
す
。
た
ゞ
、こ
う
し
た
「
記
録
」
と
は
別
に
「
記

録
以
前
」
と
か
「
記
憶
」
と
い
っ
た
条
の
存
す
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
紛
れ

も
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
公
式
記
録
」
に
は
見
え
な
い
伏

流
と
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
、
雰
囲
気
や
環
境
、
い
わ
ば
「
記

録
」
以
前
の
「
記
憶
」
を
少
々
述
べ
て
み
ま
す
。
そ
れ
と
言
い
ま
す
の
も
、

何
事
に
よ
ら
ず
物
事
は
不
意
に
現
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、
相
応
の
手
筈
が
整
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
準

備
が
為
さ
れ
て
い
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
学
会
の
設
立
、

発
足
と
も
な
れ
ば
、
こ
れ
に
は
当
然
相
当
期
間
の
用
意
と
そ
れ
に
さ
き
が

け
て
の
構
想
、
な
ら
び
に
意
見
の
調
整
と
い
っ
た
作
業
が
必
要
で
す
。
一

方
で
は
ま
た
そ
れ
へ
の
気
運
の
醸
成
と
い
う
か
、
い
う
な
れ
ば
気
分
を
促

進
す
る
と
い
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
こ
そ
「
記
録
以
前
」
の
「
前
史
」
と
も

称
し
得
る
場
面
で
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
か
の
時
機
は
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
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に
も
と
づ
い
て
採
集
さ
れ
た
各
地
の
昔
話
が
、
よ
う
や
く
陽
の
目
を
見
始

め
、
伴
っ
て
一
つ
の
理
念
の
も
と
に
上
梓
さ
れ
る
と
き
を
迎
え
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
い
ま
、端
的
に
示
す
な
ら
三
弥
井
書
店
で
言
挙
げ
を
し
た
「
昔

話
研
究
資
料
叢
書
」（
一
九
六
八
年
四
月
）
が
そ
う
で
す
。
稲
田
浩
二
・

大
島
建
彦
・
川
端
豊
彦
・
福
田
晃
四
氏
の
名
の
も
と
に
、
同
書
の
「
刊
行

に
際
し
て
」
に
は
、

　

口
承
の
昔
話
を
研
究
し
、
民
族
、
人
類
の
共
有
の
文
化
財
と
す
る

―
―
こ
の
願
い
は
、
近
代
に
至
っ
て
、
各
国
、
各
民
族
に
い
ち
じ
る
し

く
高
ま
り
、
ま
た
着
々
と
実
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
現

状
を
顧
み
る
と
、
多
く
の
先
学
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
持
ち
な
が
ら
も
、

新
し
い
調
査
研
究
の
必
要
が
い
っ
そ
う
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
た
わ
が
国
の
昔
話
は
、
文

字
の
文
化
に
よ
ら
な
い
私
ど
も
の
祖
先
の
、
か
け
が
え
の
な
い
こ
と
ば

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
貴
重
な
昔
話
の
伝
承
は
、
ほ
と

ん
ど
い
ま
の
語
り
手
を
も
っ
て
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
叢
書
の

課
題
は
、
か
か
る
事
態
を
迎
え
た
日
本
の
昔
話
を
、
確
実
な
学
術
資
料

と
し
て
と
ら
え
、
あ
わ
せ
て
そ
の
研
究
の
現
段
階
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

と
、
そ
こ
で
の
主
張
を
実
に
明
白
に
訴
え
て
い
た
。
こ
の
意
思
表
明
は
、

昔
話
の
研
究
史
の
上
、
位
置
付
け
て
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
言
質
に
は
見
る
限
り
、

企
画
は
そ
も
そ
も
が
版
元
主
導
の
営
利
事
業
で
は
な
く
、
し
か
も
こ
れ
の

出
版
に
際
し
て
は
四
人
の
編
集
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
立
場
か
ら
個
々

の
意
見
を
寄
せ
合
う
と
い
っ
た
姿
勢
が
確
実
に
読
み
取
れ
る
か
ら
で
す
。

少
な
く
と
も
こ
こ
に
は
従
来
と
か
く
弊
害
を
伴
う
と
こ
ろ
の
企
画
立
案
、

執
筆
者
の
選
定
、
そ
し
て
そ
れ
を
意
図
的
に
運
用
す
る
出
版
社
の
存
在
と

い
っ
た
学
界
（
会
）
文
法
を
越
え
る
意
向
が
窺
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
好
ま
し
い
雰
囲
気
は
、
や
が
て
日
本
口
承
文
藝
学
会

の
中
核
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
す
で
に
一
つ
の
思
想
の
胚
芽
と

な
っ
て
、
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
、
判
断
し
得
る
か
ら
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
い
ま
申
し
述
べ
ま
し
た
こ
の
種
の
動
き
は
、
胎
動
し
て
す

で
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
そ
の
前
年
の
九
月
に
國
學
院
大
学

説
話
研
究
会
は
臼
田
甚
五
郎
監
修
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
『
津
軽
百
話
』（
東

出
版
、
後
、
桜
楓
社
）
を
刊
行
し
て
お
り
、
翌
二
月
に
は
石
川
純
一
郎
『
河

童
火
や
ろ
う
』（
同
上
）、
次
い
で
六
月
に
は
野
村
の
『
笛
吹
き
聟
―
―
最

上
の
昔
話
』（
同
上
）
を
出
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
他
方
、
臼
田
甚
五
郎
・

関
敬
吾
・
野
村
純
一
・
三
谷
栄
一
を
責
任
編
集
と
す
る
『
全
国
昔
話
資
料

集
成
』
の
第
一
回
配
本
、
佐
藤
義
則
『
羽
前
小
国
昔
話
』
が
岩
崎
美
術
社

か
ら
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
の
刊
行
準
備
に
寄
せ
て
、

二
、三
年
来
、
関
敬
吾
、
臼
田
甚
五
郎
の
お
二
人
は
重
ね
て
膝
し
て
相
談

す
る
機
会
が
多
く
、
伴
っ
て
そ
こ
に
は
当
然
、
学
会
創
設
の
話
題
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
際
、
学
問
研
究
の
傾
向
か
ら
し
て
関
か
ら
は
常
に
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
と
視
野
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
向
け
て
臼
田
か

ら
は
一
九
七
四
年
六
月
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
国
際
口
承

文
芸
研
究
会
議
参
加
の
経
験
に
も
と
づ
く
、
大
い
な
る
賛
意
が
開
陳
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
同
会
議
席
上
意
見
を
同
じ
く
し
た

韓
国
の
崔
仁
鶴
の
文
言
が
こ
れ
を
積
極
的
に
裏
付
け
て
い
ま
す
。
参
考
ま
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で
に
臼
田
甚
五
郎
、
崔
仁
鶴
編
『
東
北
ア
ジ
ア
民
族
説
話
の
比
較
研
究
』

（
一
九
七
八
年
、
桜
楓
社
）
所
収
「
東
北
ア
ジ
ア
口
承
文
藝
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
経
過
に
つ
い
て
」
所
収
の
一
節
を
引
い
て
お
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
わ
た
し
は
た
び
た
び
先
生
に
お
目
に
か
か
れ
た
が
、
先
生

は
口
承
文
芸
を
民
俗
学
や
国
文
学
な
ど
の
一
分
野
で
な
く
、
独
立
し
た

口
承
文
芸
学
と
し
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
念
願
を
お
持
ち
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
昔
話
を
は
じ
め
伝

説
、
神
話
、
民
謡
な
ど
研
究
者
ら
は
お
互
い
の
意
見
を
尊
重
し
、
資
料

を
提
供
し
あ
い
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が

好
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
。
一
方
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
異

民
族
間
の
比
較
研
究
も
至
急
を
要
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
参
り
ま
す
と
、
全
体
的
に
事
は
い
か
に
も
淡
淡
と
伸
展
し
た

か
の
印
象
に
陥
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
在
と
い
う
時
点
か
ら

回
顧
し
て
の
、い
わ
ば
一
種
の
“
解
説
”
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
「
こ

の
種
の
動
き
は
、
胎
動
」
し
て
い
た
と
説
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
忘

れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
先
行
し
て
早
く
に
大
学
の
研
究
会
や
サ
ー
ク
ル
が

各
地
に
展
開
し
て
い
た
昔
話
採
集
調
査
の
動
き
と
、
そ
の
結
果
を
報
ず
る

孔
版
、
あ
る
い
は
タ
イ
プ
版
の
資
料
集
の
存
在
で
す
。
ま
た
そ
れ
の
位
置

付
け
で
す
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
さ
き
に

進
み
ま
す
。
こ
れ
は
他
に
機
会
を
求
め
て
改
め
て
触
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ

う
し
た
研
究
会
や
サ
ー
ク
ル
で
活
躍
し
た
そ
こ
で
の
学
生
諸
君
が
、
い
ま

は
こ
の
学
会
の
主
軸
を
担
う
ひ
と
び
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
事

実
は
お
互
い
に
き
ち
ん
と
認
識
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
一
事
は
当
学
会
が

他
の
学
会
（
界
）
文
法
と
は
著
し
く
異
な
る
大
き
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る

と
し
て
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
、
任
意
の
市
民
グ
ル
ー
プ
や
民

話
愛
好
者
の
参
加
も
そ
う
で
す
。
具
体
的
に
は
民
話
と
文
学
の
会
、
日

本
民
話
の
会
等
々
で
す
。
こ
こ
に
い
ま
雑
誌
「
民
話
と
文
学
」
第
二
号

（
一
九
七
七
年
十
一
月
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
次
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

　

関
敬
吾
先
生
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
直
後
、
東
京
都
芝
白
金
の
東
大
附
属

病
院
に
再
入
院
な
さ
い
ま
し
た
。
お
身
体
の
具
合
を
考
え
、
御
了
解
を

得
て
校
閲
を
い
た
だ
か
ず
、
編
集
部
で
原
稿
を
ま
と
め
ま
し
た
。
な
お
、

関
先
生
は
前
号
に
て
紹
介
い
た
し
ま
し
た
『
日
本
の
昔
話
―
―
比
較
研

究
序
説
―
―
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
に
よ
り
第
十
六
回
柳
田
賞
を

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
の
五
月
に
は
「
日
本
口
承
文
芸
学
会
」
初
代
会
長
に
選

ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
は
「
日
本
お
よ
び
諸
外
国
の
口
承
文
芸
な
ら
び

に
口
承
文
芸
に
関
連
す
る
も
の
の
調
査
・
資
料
収
集
・
研
究
を
促
進
し
、

研
究
者
間
の
交
流
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
」
に
し
、
事
務
局
は
、
東
京

都
渋
谷
区
東
四
―
十
―
二
八
国
学
院
大
学
文
学
第
五
（
臼
田
教
授
）
研

究
室
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。　
　

―
―
編
集
部
―
―

　

こ
こ
に
は
関
の
『
日
本
の
昔
話
―
―
比
較
研
究
序
説
―
―
』
が
、
第

十
六
回
柳
田
國
男
賞
受
賞
を
報
じ
て
い
ま
す
。
関
が
『
日
本
昔
話
集
成
』

全
六
巻
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
、
柳
田
が
そ
れ
へ
の
共
篇
を
持
ち
掛
け
、

関
が
こ
れ
を
断
わ
っ
た
と
す
る
経
緯
に
つ
き
ま
し
て
は
、
学
会
誌
十
四
号

「
関
敬
吾
博
士
追
悼
特
集
」
の
「
座
談
会
」
で
触
れ
て
い
ま
す
。
ご
参
照

下
さ
い
。



205

　

次
、「
要
旨
メ
モ
」
の
第
二
に
「
国
文
学
、
日
本
文
学
研
究
は
何
故
閉

塞
感
を
招
い
た
か
」
は
、振
り
翳か

ざ
し
て
い
か
に
も
大
仰
な
表
現
で
す
。
た
ゞ

し
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
文
脈
に
沿
っ
て
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
あ
ま

り
に
も
従
前
の
「
学
会
（
界
）
文
法
」
に
身
を
寄
せ
過
ぎ
た
。
要
は
ラ
ジ

カ
ル
な
発
想
に
も
と
づ
く
、
新
た
な
思
想
を
獲
得
す
る
に
は
な
は
だ
臆
病

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
括
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
更
に
言
え
ば
、
伝

統
的
な
和
歌
の
世
界
を
尊
重
す
る「
国
学
」の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
難
か
っ

た
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
か
と
判
断
し
ま
す
。
い
ま
に
引
き
続
く
国
文

学
、
国
文
学
者
の
辛
さ
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
、
で
す
か
ら
今
後
は
こ
の
「
辛
さ
」
を
ど
う
「
強
味
」
に
持
ち
直
し
て

克
服
し
て
行
く
か
。
こ
れ
こ
そ
が
国
文
学
研
究
の
正
念
場
に
な
る
筈
だ
と
、

私
は
考
え
ま
す
。
重
要
な
課
題
で
す
。

　

そ
れ
は
さ
て
措
き
、「
メ
モ
」
に
沿
い
ま
し
て
話
を
更
に
進
め
ま
す
。

こ
れ
に
は
先
頃
、
仙
台
の
佐
々
木
徳
夫
氏
の
昔
話
集
に
寄
せ
た
「
生
活
者

の
昔
話
研
究
」
が
、
現
在
の
私
の
考
え
を
率
直
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
恐

縮
で
す
が
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
引
い
て
お
き
ま
す
。
次
の
如
く
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
ま
だ
い
ま
ひ
と
つ
う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ

れ
を
承
知
の
上
で
仮
り
に
次
の
よ
う
な
言
葉
で
済
ま
せ
て
お
き
ま
す
。
ま

え
ま
え
か
ら
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
昔
話
の
研
究
史

を
窺
う
に
、
そ
こ
に
は
ど
う
や
ら
地
元
「
生
活
者
の
昔
話
研
究
」
と
、
他

方
「
研
究
者
の
昔
話
研
究
」
と
が
、
平
行
し
て
大
き
く
在
り
続
け
て
き
た

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
叮
寧
に
こ
れ
を
言
え
ば
、
在
地

「
生
活
者
と
し
て
の
昔
話
研
究
」
と
、在
外
「
研
究
者
と
し
て
の
昔
話
研
究
」

と
で
も
見
做
し
得
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、後
者
を
安
易
に
“
書

斎
派
”
な
ど
と
捉
え
る
つ
も
り
は
私
に
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方

図
書
館
探
索
、
資
料
発
掘
は
立
派
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
一
つ
だ
と

認
識
す
る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
事
は
措
き
ま
し
て
、
ひ

と
ま
ず
先
き
の
案
件
に
話
を
戻
せ
ば
、
た
と
え
こ
れ
が
在
地
「
生
活
者
の

昔
話
研
究
」
で
あ
ろ
う
と
、在
外
「
研
究
者
の
昔
話
研
究
」
で
あ
ろ
う
と
も
、

共
に
昔
話
を
研
究
す
る
意
味
合
に
お
い
て
は
、
変
わ
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
い
っ
た
ん
振
り
返
る
に
、
実
際
に
は
こ
の
両

者
間
に
は
か
な
り
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
お
互
い
懸け

ん
か
く隔

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
従
前
の
昔

話
研
究
を
思
う
に
、
こ
の
点
の
論
議
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
ず
、
歴
史
的
に

も
等な

お
ざ
り閑

に
さ
れ
て
き
た
と
み
る
の
は
、
は
た
し
て
私
一
人
の
思
い
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
頃
―
―
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
私
共
若
い
頃

の
話
で
す
が
、
東
北
の
地
に
は
民
俗
学
の
一
環
と
し
て
の
昔
話
研
究
に
か

か
わ
っ
て
、
優
れ
た
先
人
た
ち
が
各
地
に
輩
出
し
て
い
ら
し
た
。
た
と
え

ば
溯さ

く
ほ
く北

の
弘
前
で
は
斎
藤
正
。
小
井
川
潤
次
郎
。
そ
し
て
岩
手
の
小
笠
原

謙
吉
、
藤
原
貞
次
郎
、
菊
池
勇
、
田
中
喜
多
美
、
能
田
多
代
子
、
佐
藤
良

裕
。
秋
田
の
武
藤
鉄
城
。
山
形
で
は
戸
川
安
章
、
清
野
久
雄
、
佐
藤
陸
三
。

福
島
で
は
岩
崎
敏
夫
、
山
本
明
。
新
潟
に
は
小
林
存
、
渡
辺
行
一
、
水
沢

謙
一
、
佐
久
間
惇
一
。
佐
渡
の
山
本
修
之
助
と
い
っ
た
方
々
が
そ
う
で
す
。

文
字
通
り
綺
羅
、
星
の
如
く
に
名
を
連
ね
て
い
ら
し
た
。
た
だ
し
、
こ
う

し
た
先
学
た
ち
の
成
果
は
、
顧
み
て
閲
す
る
に
、
一
見
し
て
そ
こ
に
は
自
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ず
と
共
通
項
と
も
見
取
れ
る
傾
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
第
一
は
、
各
自
が
あ
た
か
も
そ
の
分
を
守
る
か
の
よ
う
に
し
て
、

相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
居
住
の
地
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
地
の
調
査
と
報
告

に
始
終
し
て
い
た
と
す
る
事
実
で
す
。
こ
れ
は
位
置
付
け
て
ひ
と
え
に
民

俗
学
を
「
故
郷
の
学
問
」「
家
郷
の
学
」
と
す
る
思
潮
が
紛
れ
も
な
く
そ

こ
に
あ
っ
た
。「
郷
土
研
究
」
で
す
。
日
本
民
俗
学
発
足
時
の
基
本
理
念

だ
と
し
て
よ
い
。
事
由
は
も
ち
ろ
ん
、そ
こ
で
の
推
進
者
、指
導
者
で
あ
っ

た
柳
田
國
男
の
思
想
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
当
然
の
帰
結
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
地
方
在
住
の
こ
う
し
た

先
人
た
ち
の
調
査
、
報
告
の
指
標
は
な
べ
て
柳
田
の
発
意
と
意
向
に
直
接

添
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
へ
の
意
に
叶
う
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
が
土
地
土
地
か
ら
の
資
料
提
供
、

も
し
く
は
調
査
報
告
と
し
て
の
性
格
が
著
し
く
強
く
、
当
事
者
た
ち
の
個

性
、
主
張
は
抑
制
さ
れ
、
あ
る
い
は
封
印
さ
れ
て
い
た
と
評
し
て
よ
い
。

こ
う
し
た
情
況
は
客
観
的
に
も
、
雑
誌
「
旅
と
伝
説
」、
そ
し
て
ま
た
そ

れ
に
続
く
「
昔
話
研
究
」
誌
上
へ
の
採
択
、
未
採
択
を
知
れ
ば
、
事
は
歴

然
と
し
て
い
て
疑
う
余
地
は
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
結
果
、
地
方
在
住
の
「
生
活
者
の
昔
話
研
究
」
は
、
時
間
と

共
に
や
が
て
一
種
の
袋
小
路
に
立
ち
至
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
は
、
互

い
に
そ
れ
ぞ
れ
が
分
を
守
る
、
併
せ
て
隣
人
の
調
査
範
囲
を
無
理
に
は
侵

さ
な
い
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
暗
黙
の
不
文
律
の
も
と
に
大
所
高
所
か
ら
の

比
較
照
合
と
い
っ
た
観
点
を
欠
き
、
遂
に
は
視
野
狭
窄
と
い
っ
た
弊
に

陥
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。「
生
活
者
の
昔
話
研
究
」
の
限
界
で

あ
り
、
閉
塞
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
事
に
危
機
感
を
抱
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
関
敬
吾
と
そ
の

学
問
で
あ
り
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
か
ら
の
比
較
研
究
が
そ
う
で

す
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
関
の
志
は
は
た
し
て
い
つ
何
故
か
ら
来
た
も
の

か
。
こ
の
点
に
な
る
と
、
関
自
身
は
一
言
も
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
本
日
は
、
こ
の
事
に
向
け
て
私
な
り
の
見
解
を
披
露
し
、

参
考
ま
で
に
そ
の
事
実
を
披
瀝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を

握
る
の
は
意
外
に
も
イ
ン
ド
文
学
研
究
の
、
否
、
イ
ン
ド
学
と
す
べ
き
で

し
ょ
う
か
、
田
中
於
莵
彌
氏
で
す
。

　

名
前
を
申
し
上
げ
る
と
、
こ
こ
に
ご
出
席
の
方
々
は
東
洋
文
庫
『
鸚
鵡

七
十
話
―
―
イ
ン
ド
風
流
譚
』（
一
九
六
三
年
、平
凡
社
）、あ
る
い
は
『
パ

ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
・
五
巻
の
書
』（
上
村
勝
彦
共
訳
、
ア
ジ
ア
の
民
話　

十
二
、一
九
六
五
年
、
大
日
本
絵
画
）
や
『
イ
ン
ド
の
笑
話
』（
坂
田
貞
二

共
訳
、
一
九
六
八
年
、
春
秋
社
）
等
を
想
起
さ
れ
る
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
。

本
学
会
発
足
時
か
ら
の
会
員
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
田
中
於
莵

彌
氏
で
す
。
関
先
生
と
は
戦
前
か
ら
の
お
付
き
合
い
が
あ
り
、
学
問
研
究

の
上
で
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
友
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
問
の

歴
史
か
ら
溯
っ
て
考
え
れ
ば
、
あ
る
時
期
、
民
間
説
話
は
す
べ
か
ら
く
イ

ン
ド
を
起
源
と
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
イ
ン
ド
単
一
発
生
説
と
も
称
す

べ
き
思
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
関
・
田
中
の
交
流
は
正
直
言
っ
て
意
想
外
で

し
た
。
い
つ
か
ら
、
ど
う
し
て
？　

と
い
っ
た
感
慨
で
す
。
ち
な
み
に
関

先
生
は
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
生
）、
田
中
氏
は
一
九
〇
三
年
（
明
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治
三
十
六
年
生
）
で
す
。

　

私
事
に
わ
た
り
ま
す
。
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）、
勤
務
校
か

ら
在
外
研
究
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
、
私
は
イ
ン
ド
の
ネ
ル
ー
大
学
に
赴

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
民
間
説
話
な
ら
び
に
叙
事
詩
の
比

較
研
究
」
で
す
。
関
先
生
の
元
に
報
告
に
あ
が
り
ま
す
と
言
下
に
「
直
ぐ

田
中
君
の
処
に
行
き
給
え
、
電
話
を
入
れ
て
お
く
か
ら
」
と
い
わ
れ
ま
し

た
。
紹
介
を
い
た
だ
い
て
、
早
速
幡
ヶ
谷
に
伺
い
ま
し
た
。
商
店
街
の
通

り
に
面
し
た
お
宅
で
し
た
。
玄
関
を
入
る
と
左
手
、
応
接
間
風
の
部
屋
の

ベ
ッ
ド
に
臥
し
て
お
い
で
で
し
た
。
し
か
る
に
、
ひ
と
た
び
イ
ン
ド
の
事

に
な
る
と
次
か
ら
次
へ
と
話
題
は
沸
騰
し
て
尽
き
ま
せ
ん
。
二
時
間
が
三

時
間
に
及
び
、
よ
う
や
く
お
疲
れ
の
み
え
る
頃
、
尋
ね
る
べ
き
大
学
の
プ

ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
一
人
一
人
に
紹
介
状
を
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
デ
リ
ー

大
学
、
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
、
そ
し
て
タ
ゴ
ー
ル
の
創
設
し
た
サ
ン
チ
・
ニ

キ
タ
の
大
学
等
で
す
。
そ
の
上
で
「
国
文
学
専
攻
の
人
が
イ
ン
ド
に
行
く

よ
う
に
な
っ
た
か
。
私
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
、
握
手
を
し

て
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
田
中
氏
は
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
七

月
十
二
日
、
八
十
六
才
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
世
に
「
一
期
一
会
」
と
い

い
ま
す
。
私
に
と
り
ま
し
て
は
文
字
通
り
の
か
け
が
え
の
な
い
一
日
で
あ

り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
田
中
於
莵
彌
氏
の
事
績
に
向
け
ま
し
て
は
雑
誌
「
東
洋
の
思
想

と
宗
教
」
第
七
号
に
「
略
年
譜
」「
著
作
目
録
」
が
収
載
さ
れ
て
、
そ
の

全
容
は
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
本
会
会
員
坂
田
貞
二
氏
の
ご
苦
労
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
推
察
す
れ
ば
、
関
、
田
中
の
交
流
は
お
そ
ら

く
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
年
）
の
頃
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
田

中
氏
は
そ
の
年
の
二
月
か
ら
東
京
大
学
助
手
と
し
て
文
学
部
に
勤
務
さ

れ
、
大
学
の
図
書
館
に
頻
繁
に
出
入
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

一
方
の
関
先
生
は
、い
う
ま
で
も
な
く
、柳
田
國
男
先
生
の
ご
慫
慂
に
よ
っ

て
そ
こ
に
通
い
詰
め
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
以
後
、
お
二
人

は
携
え
て
終
世
学
問
研
究
の
道
を
歩
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
た

だ
し
、
右
の
指
摘
は
あ
く
ま
で
も
私
の
推
量
で
あ
り
ま
し
て
、
詳
し
く
は

次
の
世
代
の
か
た

ぐ
の
調
査
を
俟
ち
ま
す
。
そ
れ
に
は
現
在
、
群
馬
県

邑
楽
郡
千
代
田
町
赤
岩
の
光
恩
寺
こ
と
、
長
柄
行
光
氏
の
処
に
田
中
於
莵

彌
氏
の
資
料
が
一
括
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
、
こ
の
件
を

終
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　

以
上
、
な
が
な
が
と
勝
手
ば
か
り
申
し
述
べ
ま
し
た
。
残
り
の
条
は
す

で
に
他
に
書
い
た
内
容
と
も
重
な
り
ま
す
の
で
、
本
日
は
こ
れ
を
も
っ
て

終
り
ま
す
。

（
の
む
ら
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
國
學
院
大
学
名
誉
教
授
）


