
本
学
で
は
、
従
来
よ
り
、
集
団
活
動
に
ょ
る
教
育

成
果
を
重
視
し
、
種
々
な
グ
ル
ー
プ
活
動
が
助
成
さ

れ
て
来
た
。
特
に
、
教
師
と
学
生
、
学
生
相
亙
の
交

流
、
そ
し
て
、
宗
教
教
育
の
場
と
し
て
、
修
養
会
、

キ
ャ
ン
プ
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
フ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど

の
実
施
に
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
太
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
・
り
ト

ル
シ
ス
タ
ー
活
動
が
あ
る
。

こ
の
活
動
の
起
り
は
、
学
生
数
の
増
加
に
と
も
な

い
入
寮
を
希
望
し
な
が
ら
余
儀
な
く
下
宿
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
新
入
学
生
た
ち
が
、
一
日
も
早
く
大
学

生
活
に
慣
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
を
願
っ
て
一
九
五
七
年
に
挺
生
し
九
の

で
あ
る
。

爵
実
施
に
あ
た
り
、
当
初
は
全
学
生
の
中
か
ら

①
宗
教
部
に
属
し
て
い
る
学
生

②
京
都
在
住
の
自
宅
通
学
生
の
三
・
四
年
次
学
生

③
同
郷
の
上
級
生

な
ど
三
点
に
ょ
り
候
補
者
が
選
ば
れ
た
。
こ
れ
は
、

同
志
社
に
学
ぷ
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
理

解
を
助
け
る
こ
と
を
願
っ
た
た
め
、
そ
し
て
、
家
庭

を
離
れ
た
下
宿
生
を
自
宅
に
招
き
、
家
庭
の
雰
囲
気

を
伝
え
る
こ
と
も
励
ま
し
に
な
る
こ
と
な
ど
を
考

え
、
な
お
三
・
四
年
次
学
生
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
大

学
生
活
の
経
験
を
生
か
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
を
願
っ
た
た
め
、
そ
し
て
、
入
学
当
籾
方

言
に
ょ
る
緊
張
感
を
和
ら
げ
る
こ
と
や
、
地
方
の
共

通
話
題
に
ょ
る
親
し
み
な
ど
を
考
慮
し
た
。
以
上
の

理
由
に
基
づ
い
て
、
候
補
者
に
活
動
説
明
齊
を
送
る

と
伺
時
に
、
活
動
に
協
力
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
学
校

か
ら
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
受
諾
し
た
学
生
、
す
な

わ
ち
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
は
八
十
二
名
で
あ
っ
た

方
新
入
下
宿
学
生
全
員
に
対
し
て
、
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ

1
紹
介
希
望
の
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
八
十
名
が
紹

介
を
希
望
し
、
参
加
理
由
と
し
て
大
多
数
が
知
人
・

友
人
を
持
た
な
い
不
安
感
を
あ
げ
て
い
九
。

ま
ず
、
出
身
地
・
下
宿
住
所
な
ど
地
理
的
事
情
や

趣
味
・
そ
の
他
希
望
事
項
を
参
考
に
両
者
を
組
合
せ

九
。
そ
し
て
、
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
に
な
る
こ
と
を
受

諾
し
た
学
生
に
、
学
校
か
ら
委
嘱
す
る
形
を
と
り
、

双
方
に
紹
介
す
る
と
共
に
連
絡
を
と
っ
た
。
そ
の

後
、
個
々
の
友
交
が
開
始
さ
れ
、
郵
便
・
觸
話
な
ど

の
連
絡
が
と
れ
た
と
い
う
報
告
が
送
ら
れ
て
来
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
入
学
式
以
前
か
ら
の
活
動
は
、

大
学
生
活
の
出
発
に
際
し
て
大
き
な
勇
気
づ
け
と
な

つ
九
よ
う
で
、
新
ら
し
い
生
活
に
順
応
す
る
こ
と
、

ビッグシスター

リトルシスター
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お
よ
び
友
人
を
得
る
こ
と
な
ど
が
比
鞍
的
早
く
み
ら

れ
、
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
は
目
立
た
ぬ
形
の
つ
な
が
り

と
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
活
動
説
明
に
 
0
四
月
か

ら
.
夏
期
休
暇
頃
ま
で
を
一
期
間
と
し
て
・
・
・
・
・
4
 
な
ど

の
語
が
あ
っ
突
め
で
、
入
学
当
初
の
活
動
に
重

点
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
に
と
っ

て
は
、
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
が

あ
る
と
い
う
だ
け
で
心
丈
夫
だ
か
ら
、
期
間
を
決
め

な
い
よ
う
希
望
す
る
声
も
あ
り
、
長
く
交
わ
り
を
続

け
た
ケ
】
ス
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九

六
0
年
に
は
、
第
一
回
の
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
が
最
上

級
の
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
ま
で
に
な

り
、
六
十
%
が
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
の
経
験
を
有
す
る

学
生
で
構
成
さ
れ
る
条
っ
九
。

を
捷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
活
動
説
明
の
資
料
を
掲
示
す
る
と
共
に
配
布

し
、
参
加
希
望
の
学
生
た
ち
は
力
ー
ド
編
入
の
う

え
、
学
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
九
。
こ
の

時
、
個
々
に
出
来
る
限
り
面
談
し
、
良
い
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
"
ン
を
持
っ
て
出
発
が
出
来
る
よ
う
鰹
し

た
。
以
上
の
よ
う
に
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
は
、
漸
次
自

主
的
参
加
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
初

期
に
お
い
て
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
は
新
入
下
宿
学
生
の

み
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
速
器
通
学
生

の
増
加
と
そ
れ
に
と
も
な
う
種
々
の
問
題
当
例
な
ど

を
考
販
し
て
、
寮
生
以
外
の
新
入
学
生
、
す
な
わ

ち
、
学
寮
で
は
上
級
生
と
交
流
が
比
較
的
容
易
な
た

め
除
き
、
新
入
学
生
全
員
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
な

つ
九
。
こ
の
六
め
全
新
入
生
に
配
布
さ
れ
る
 
0
し
お

り
ψ
に
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
活
動
の
紹
介
を
記
載
し
、

参
加
希
望
の
学
生
の
み
力
ー
ド
を
提
出
さ
せ
る
力
法

を
採
用
し
た
の
で
あ
る
0
 
こ
う
し
て
、
り
ト
ル
シ
ス

タ
ー
も
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
と
共
に
全
く
白
主
的
に
参

加
す
る
活
動
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
力
年
の
活
動
を
検

討
す
る
と
き
、
個
人
と
個
人
の
つ
な
が
り
に
お
け
る

活
動
の
中
に
種
々
な
よ
ろ
こ
ぱ
し
い
成
果
が
み
ら
れ

る
一
面
、
問
題
点
と
し
て
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
に
対
し

こ
の
活
動
の
籾
期
は
、
学
校
か
ら
依
頼
す
る
の
が

唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
自
主
的
参
加
へ

の
機
運
が
熟
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
活
動
と
前

後
し
て
キ
ャ
ン
プ
に
た
い
す
る
学
生
た
ち
の
積
極
的

参
加
が
年
々
盛
ん
に
な
り
、
キ
ャ
ン
プ
経
験
を
有
す

る
学
生
九
ち
が
活
動
に
協
力
を
申
し
出
る
よ
う
に
な

つ
た
。
こ
の
自
主
的
傾
向
を
助
成
す
る
九
め
に
一
九

六
一
年
に
は
、
全
学
生
を
対
象
に
ビ
ツ
グ
シ
ス
タ
ー

2

て
、
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
が
活
発
で
あ
っ
た
り
、
あ
る

い
は
内
向
的
す
ぎ
た
り
と
い
う
性
格
的
な
異
和
感
か

ら
人
間
関
係
が
ス
ム
ー
ズ
に
ゅ
か
な
か
っ
九
事
例
、

、
ま
九
、
相
談
に
こ
な
い
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
に
対
し
て

ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
と
し
て
、
一
体
何
を
し
て
良
い
の

か
と
い
っ
た
不
安
感
な
ど
の
点
が
把
握
で
き
た
こ
と

と
、
一
名
の
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
に
二
名
の
り
ト
ル
シ

ス
タ
ー
の
組
合
せ
に
ょ
る
活
動
も
、
可
能
と
な
っ
て

実
証
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
ょ
り
、
一
九
六
三
年

か
ら
は
個
々
の
つ
な
が
り
か
ら
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
発

展
で
き
る
よ
う
に
、

ω
ビ
ッ
グ
シ
ス
ク
ー
.
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
合
同
の
会

の
充
実
。

②
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
グ
ル
ー
プ
活
動
の
充
実
。

③
学
内
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
関
連
を
も
っ

た
活
動
の
方
向
づ
け

な
ど
の
点
に
、
努
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
郵
便
・
鴛
話
な
ど
の
連
絡
が
主
と
な
る
人

学
式
以
前
の
誘
事
情
か
ら
、
第
一
回
の
合
同
の
会

を
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
"
ン
期
間
中
に
実
施
し
た
こ
と

は
両
者
の
友
交
を
深
め
る
と
共
に
、
活
動
を
ス
ム
ー

ズ
に
進
行
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
ぎ
に
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
の
グ
ル
ー
プ
構
成
は
、

学
科
.
学
年
・
種
々
な
事
情
を
考
慮
し
て
作
成
さ



れ
、
各
グ
ル
ー
プ
に
は
り
ー
ダ
ー
お
よ
び
サ
プ
リ
ー

ダ
ー
が
選
ぱ
れ
六
。
グ
ル
ー
フ
ど
と
は
も
ち
ろ
ん
、

ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
の
相
互
提
携
に
努
力
が
払
わ
れ
、

予
想
以
上
に
良
い
働
き
を
表
わ
し
相
亙
の
事
例
・
怠

見
の
交
換
は
種
々
な
不
安
感
を
解
く
と
共
に
横
の
つ

な
が
り
と
し
て
発
展
が
み
ら
れ
、
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー

と
し
て
の
易
・
連
帯
壁
」
強
め
、
向
上
し
よ
う
と

す
る
研
究
愆
欲
が
管
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

更
に
、
学
内
に
お
り
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
と
関
連
を
も
っ
た
爵
と
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ザ

(
教
授
)
と
ア
ド
バ
イ
ジ
ー
(
新
入
学
生
)
の
鴛
の

機
会
が
一
九
六
三
年
よ
り
護
さ
れ
、
り
ト
ル
シ
ス

タ
ー
が
こ
の
会
に
参
加
し
て
い
る
時
に
、
こ
れ
に
併

行
し
て
ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
の
集
り
を
開
催
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
例
会
は
回
を
重
ね
る
と
と
も

に
活
発
化
1
く
会
を
開
く
場
合
の
準
備
を
は
じ
め
、

フ
ロ
グ
ラ
ム
進
行
に
も
自
主
的
な
協
力
が
多
く
な
っ

て
き
た
。

小
さ
な
善
淫
感
剛
さ
れ
九
こ
と
、
そ
し
て
同
志
社

に
学
ぷ
者
と
し
て
の
連
帯
感
愚
じ
た
こ
と
な
ど
。

困
っ
た
こ
と
は
、
相
談
に
こ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
学
べ
た
こ
と
は
、
活
動
に
参
加
し
て
自
分
自
身

の
成
長
に
プ
ラ
ス
し
た
こ
と
を
多
数
が
述
べ
て
お

り
、
人
間
関
係
の
正
課
の
実
践
の
場
と
し
て
学
べ
た

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
善
意
を
押
し
つ
け
で

な
く
伝
え
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
な
ど
を
あ
げ
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
経
験
の
で
き
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
と

し
て
表
わ
し
て
い
九
。

一
九
五
七
年
よ
り
一
九
六
四
年
の
活
動
経
過
を
考

察
す
る
と
き
、

数
的
に
増
加
は
み
ら
れ
る
が
、
全
学
生
の
一
・
五

0
。
か
ら
二
%
で
あ
る
点
。

ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
活
動
に
キ
ャ
ン
プ
経
験
を
有
す

る
学
生
の
参
加
が
多
く
な
り
、
一
九
六
三
年
に
は
二

五
0
。
、
一
九
六
四
年
に
は
四
一
%
を
し
め
る
に
至
っ

九
点
。ヒ

ッ
グ
シ
ス
タ
ー
が
、
個
々
の
活
動
に
の
み
終
る

こ
と
な
く
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
活
動
に
ま
で
発
展
が

み
ら
れ
た
点
、
お
よ
び
り
ト
ル
シ
ス
タ
ー
も
入
学
当

籾
だ
け
に
終
ら
ず
、
年
間
通
し
て
ビ
ツ
グ
シ
ス
タ
ー

と
の
介
同
の
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
が
み
ら
れ
た
点

な
ど
が
認
め
ら
れ
た
。

ビ
ッ
グ
シ
ス
タ
ー
を
対
象
に
実
施
し
九
ア
ン
ケ
ー

ト
に
ょ
る
と
、
表
示
の
仕
方
は
種
々
あ
る
が
全
学
年

を
通
じ
て
嬉
し
か
う
た
こ
と
と
し
て
あ
げ
て
い
る
筆

.

.

頭
は
、
 
0
備
頼
さ
れ
相
談
を
う
け
た
こ
と
0
次
に
、

3

同
時
に
、
キ
ャ
ン
フ
に
お
け
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

゛
>
、

か
、
キ
ャ
ン
。
ハ
ー
た
ち
と
の
友
一
父
を
キ
ャ
ン
プ
期
間

の
み
に
終
ら
せ
ず
、
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
年
閻

通
じ
て
グ
ル
ー
プ
形
態
を
持
ち
つ
つ
、
上
級
・
下
級

学
生
の
間
の
心
の
つ
な
が
り
を
持
続
し
て
い
黒
に

お
い
て
こ
の
活
動
が
、
こ
こ
数
年
の
問
に
キ
ャ
ン
プ
、

お
よ
び
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
。
フ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
の
有
機

的
な
関
連
に
お
い
て
発
展
し
て
来
て
い
る
姿
が
み
ら

れ
る
。
本
年
は
特
に
参
加
数
が
増
加
し
、
ビ
ツ
グ
シ

ス
タ
ー
グ
ル
ー
フ
ど
と
の
活
動
の
活
発
化
、
ま
た
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
研
究
の
希
望
が
湧
い
て

来
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
せ
る
と
き
、
ム
,
後
に
種
々

な
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
 
m
言
ル
ゆ
三
δ
0
言
功
ゆ
.

一
又
と
し
て
活
躍
出
来
る
時
も
、
近
い
将
来
に
実
現

出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
も
つ
の
で
あ
る
。

小
さ
な
善
意
が
大
き
な
よ
ろ
こ
び
を
も
た
ら
す
活
動

と
し
て
兆
展
す
る
こ
と
も
合
せ
て
。(

女
子
本
筆
生
主
事
)
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絶
え
ず
と
歌
へ

1

雅
楽
の
唱
歌
か

一
「
絶
え
ず
と
う
た
へ
」
の

末
句
は
「
は
や
し
詞
」
か

が
く
う
一
0
ろ
ん

柔
物
語
の
巻
一
、
「
續
打
論
」
の
一
節
。
興
福
寺

の
二
人
の
大
悪
僧
、
観
音
房
と
欝
房
と
が
、
一
人

し
ら
ミ
な
念
な
た

は
「
白
柄
の
長
刀
く
き
短
か
に
と
り
」
他
の
一
人
は

こ
く
し
つ

黒
漆
の
大
太
刀
持
つ
て
、
二
人
つ
と
走
り
出
で
、

'
く

延
暦
寺
の
額
を
切
つ
て
落
と
し
、
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち

破
っ
て
歌
っ
、
に
と
言
,
つ
、

う
れ
し
や
水
、
鳴
る
は
滝
の
水
、

0
 
0
 
0
 
0

口
は
照
る
と
も
絶
え
ず
と
ぅ
た
へ

の
長
の
句
「
絶
え
ず
と
ぅ
九
へ
」
の
意
味
を
、
古
典

文
学
大
系
本
の
註
で
は
、

終
り
の
「
と
ぅ
た
へ
」
は
流
布
本
に
「
と
ぅ
た

、
し
ら

り
」
と
あ
b
 
「
蕩
た
り
」
の
意
と
解
き
れ
る
0

「
L
L
う
え
へ
」
は
「
と
、
歌
え
」
と
も
解
け
ろ
が

謡
が
あ
る
勿
り
體
接
の
継
水
関
係
が
お
る
か
一
《
か

は
不
明
で
あ
る
が
。

滝
は
多
か
れ
ど
、
う
れ
し
や
し
、
そ
思
ふ
。
鳴
ゐ

0
0
0
0

^
^
^
、
"
は
^
^
る
と
゛
9
、
^
.
北
一
じ
,
こ
、
つ
六
^

や
れ
こ
と
つ
と
ぅ
。

右
の
歌
の
末
の
句
に
つ
い
て
、
近
刊
の
古
典
文
字

大
系
本
器
秘
抄
の
頭
荏
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

「
と
ぅ
た
へ
」
後
に
「
と
ぅ
九
り
」
と
流
布
し
、

滝
の
流
下
す
ろ
形
容
に
転
。
「
と
歌
へ
」
の
意
ら

し
い
。
「
や
れ
こ
と
つ
と
ぅ
」
は
「
は
や
し
詞
」

と
す
る
0

こ
れ
で
見
る
と
註
者
志
田
延
義
博
士
は
「
と
ぅ
九

へ
」
を
原
と
解
し
、
そ
の
意
味
は
「
と
歌
へ
」
で
あ

0
0
0
0

る
と
解
さ
れ
九
ら
し
い
。
「
後
に
と
ぅ
た
り
」
に
靴
っ

た
と
す
る
考
礼
は
、
新
註
平
家
紹
で
、
石
村
貞
吉

0
0
0
0

0
 
0
 
0
 
0

愽
士
が
、
と
、
つ
九
り
は
た
う
九
り
の
誰
で
、
『
蕩
た

り
』
の
祭
。
『
蕩
た
り
」
は
水
の
盛
ん
翁
」
と

す
る
説
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
と
ぅ
た
り
」
を
「
蕩
九
り
と
解
す
る
の
は
、
あ

ま
り
に
朗
詠
口
詔
に
す
ぎ
て
、
こ
の
繁
体
の
持
つ

俊
飴
と
は
、
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
す
る
。
か
と
一
言

つ
て
ま
た
「
と
歌
へ
」
と
す
る
説
も
、
内
容
か
ら
言

つ
て
、
一
洛
ち
つ
か
な
い
。
そ
二
で
「
と
ぅ
九
り
」
を

大
西
善
明

ぜ
.

、
↓

「
と
ぅ
た
へ
」
で
も
「
と
ぅ
た
り
」
で
も
、
は
や

し
詞
で
あ
ろ
う
0

と
解
し
て
い
る
。
右
の
需
は
、
中
古
に
お
い
て
は
、

広
く
世
に
流
布
し
て
い
た
も
の
と
見
え
、
当
時
の
い

ろ
ん
な
文
献
に
散
見
す
る
。
謡
曲
の
「
安
宅
」

゛
一

0

崎
」
「
翁
」
な
ど
で
は
、
末
の
句
が
「
絶
え
ず
と
ぅ

0
0

九
り
」
と
絲
り
返
え
さ
れ
、
そ
の
意
味
は
「
ど
ん
な

に
日
が
昭
{
つ
て
も
、
い
つ
も
ど
ぅ
ど
ぅ
と
音
を
立
て

て
い
る
」
と
鮓
さ
れ
て
い
る
(
卵
撚
)
。

ま
九
県
の
歌
句
は
、
義
経
曾
「
衣
川
の
厶
匙

の
条
に
も
、
太
平
記
需
の
穩
の
条
に
も
、
見
え
て

い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
末
の
句
の
「
と
ぅ
た

り
」
を
、
「
は
や
し
詞
」
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
詞
の
源
と
思
力
れ
る
も
の
に
、
平
安

末
に
編
集
さ
れ
皐
塵
秘
抄
の
叩
の
四
句
神
歌
の
歌
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も
っ
て
意
味
の
な
い
「
は
や
し
詞
と
す
る
」
と
い
っ

た
苦
し
い
解
釈
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
か

く
意
味
不
明
の
個
所
に
出
会
う
と
「
は
や
し
詞
」
と

し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
悪
い
傾
向
が
国
文
学
界
に
は

あ
る
。
謡
い
物
で
あ
る
か
ら
、
何
で
も
「
は
や
し
、
詞
」

に
し
て
お
け
と
い
う
の
で
は
困
る
。
催
馬
楽
な
ど
に

は
と
く
に
そ
の
傾
向
が
ひ
ど
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

二
「
と
う
と
う
」

は

は
や
し
詞
」
に
あ
ら
ず

領
氏
物
語
の
巻
の
名
に
も
な
っ
て
有
名
な
熊
楽

あ
げ
冨
亀

「
総
角
」
の
末
の
句
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

あ
げ
望
*

総
免
や
、
と
、
フ
と
ぅ

ひ
ろ守

.
は
か
り
や
、
と
う
と

別
に
歌
の
意
味
は
、
こ
こ
で
は
閻
題
で
な
い
け
れ

'
5
ぞ
く

ど
も
、
当
時
の
風
俗
が
面
味
い
の
で
、
試
み
に
口
訳

し
て
み
た
。
さ
て
末
の
句
の
「
と
・
つ
と
ぅ
」
は
、
頭

羣
み
る
と
、
い
ず
れ
も
「
は
や
し
こ
と
ぱ
」
で
あ

る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
催
馬
楽
の
「
大
宮
」
を
見
る
と
、

う、
小雛

り
て
え
れ
ど
も
、

稟
ろ転

ぴ
あ
ひ
け
り
0
 
と
ぅ

見
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
説

明
す
れ
ぱ
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

三
「
と
う
と
う
」
は
笛
譜

こ
こ
で
'
九
た
び
平
家
物
語
を
引
き
合
い
に
出

す
。
謡
仙
に
も
出
て
い
て
有
名
な
「
小
督
」
の
一

)し

節
「
小
鹿
鵬
く
こ
の
山
里
と
詠
じ
け
ん
嵯
峨
の
あ
た

り
の
秋
の
こ
ろ
」
世
を
か
く
れ
忍
ぷ
小
督
の
局
を
訪

れ
九
仲
国
が
、
小
督
の
弾
く
想
夫
恋
の
曲
に
あ
わ
せ

て
、
横
笛
で
も
っ
て
合
奏
す
る
と
い
う
く
だ
り
、

腰
よ
り
や
う
で
う
抜
き
出
だ
し
、
ち
つ
と

鳴
ら
い
て
門
を
ほ
と
ほ
と
と
大
九
け
ぱ
、

0
 
0
 
0

問
題
は
ち
つ
と
嶋
ら
い
」
六
と
こ
ろ
に
あ
る
。
右

の
「
ち
つ
」
は
、
「
や
う
で
う
つ
ま
り
糧
笛
^
^
喋
引

竜
笛
^
の
音
を
示
し
六
も
の
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
「
ち
つ
」
と
い
っ
六
の
は
、
一
屯
笛
を
習
う
に

際
し
て
、
メ
ロ
デ
ィ
を
歌
う
、
い
わ
ゆ
る
唱
^
に
お

候
工
、
、
)
つ
ヨ
一

け
る
発
声
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
1
二
柾
懸
J

も
、
今
と
変
わ
る
こ
と
な
く
平
調
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

鎌
倉
時
代
の
竜
笛
の
譜
と
い
う
の
は
、
墜
子
ぱ
か
り

で
穴
の
名
と
音
階
と
を
示
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る

か
ら
、
実
際
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
唱
歌
さ
れ
て
い

た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
現
存
す
る
竜
笛
仮
名

譜
と
い
う
の
は
、
近
世
以
降
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
0

と
う

か
寄
り
あ
ひ
け
り
、
と

ま
だ
前
髪
の
若
い

衆
ら
、
ト
ゥ
ト
ゥ

六
尺
離
れ
て
、
ヤ
、

う
し
し
、
つ

大
宮
の
西
の
小
玲
に
、

や
め

ひ

漢
女
子
産
だ
り
。

や

b

め

き
漢
女
子
産
だ
り
。

た
ら
り
や
り
ん
え
な
り

大
宮
の
西
の
小
路

寸
ま
い

に
住
居
す
る
、

い
孝

,
レ
十
〆

粋
な
洋
妾
が
子
を

も
け
た
0

ま
だ
若
い
の
に
子

゛
τ
、
も
け
光
0

タ
一
フ
り
ヤ
、
り
イ

ン
タ
ン
ナ
リ
イ

ト
ウ
ト
ウ

亘
い
に
離
れ
て
寝

、

-
L
 
、
こ
こ

つ
の
程
や
ら
、

い寄
り
添
う
九
。

ト
ウ
ト
ウ

こ
の
末
の
句
た
ら
り
や
り
ん
た
な
り
」
も
、
旧

壁
は
「
は
や
し
詞
」
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
「
と
ぅ
と
ぅ
」
「
た
ら
り
や
」
な
ど
と
い
う

こ
と
ば
は
、
果
し
て
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
央
六
よ
う

に
、
単
な
る
「
は
や
し
詞
」
と
し
て
片
づ
け
て
ょ
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
代
に
お
け
る
「
は
や
し
詞
」

と
は
、
果
し
て
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
ら
「
と
ぅ
と
ぅ
」
「
た
ら
り
」

を
、
旧
説
の
よ
う
に
、
単
な
る
「
は
や
し
、
詞
」
と
は

あ
ち
寄
り
、
こ
ち

寄
り
、
寄
り
添
、
つ

北
ト
ウ
ト
ゥ
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し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
バ
略
想
像
は
つ
く
。
次

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
平
調
の
越
殿
楽
を
、
明
治
撰

定
歯
笛
譜
の
中
か
ら
抜
い
て
示
し
て
み
る
。

ト
一
フ
ロ
ル
訂
.
タ
ア
,
一
フ
ァ
.
ト
一
フ
ハ
ト
Z
 
-
フ
ル
'
.

タ
ア
,
ラ
ア
0

ト
一
フ
ホ
,
"
ル
イ
.
ト
ル
,
タ
ロ
 
0
.
ト
ロ
ラ
チ
ャ
ル
'
.

タ
ア
。
ラ
ア
0

タ
ア
ハ
プ
フ
ロ
.
ト
一
フ
ハ
リ
一
フ
ァ
.
ト
ロ
ト
ー
ロ

.

ホ
ヲ
ヲ
ヲ
0

こ
れ
を
黒
田
飾
の
酒
は
飲
め
飲
め
の
節
で
歌

え
ぱ
、
だ
い
た
い
近
い
も
の
が
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に

今
様
の
「
春
の
弥
生
の
曙
に
で
も
て
歌
え
ぱ
、

も
っ
と
近
い
曲
に
な
る
。

雅
楽
を
習
う
時
に
は
、
普
通
に
は
、
最
初
に
ま
ず

唱
肌
を
教
え
ら
れ
る
。
「
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
り

は
、
「
叩
き
こ
ま
れ
る
」
と
い
う
方
が
実
感
に
近
い
。

最
籾
か
ら
笛
を
吹
こ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
音

が
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
通
り
音
が
出
る
よ
う
に

な
る
ま
で
に
は
、
早
く
て
半
月
は
か
か
る
。
唱
歌
が

独
り
で
歌
え
る
よ
う
に
な
り
、
音
ら
し
い
音
が
出
始

め
る
と
、
笛
は
、
ひ
と
り
で
に
上
達
す
る
。
後
は
指

づ
か
い
だ
け
だ
。
そ
れ
も
譜
面
に
書
い
て
あ
る
通
り

動
か
せ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
む
ず
か
し
い
も
の

で
は
な
い
。

さ
て
雅
楽
で
あ
る
が
、

.
 
J
、

"
=

な
ど
と
い
っ
た
調
子
が
六
つ
ぁ
る
。
昔
は
こ
れ
を
四

粘
1
J
じ
ヨ
じ
よ
う

モ
う
じ
よ
う

季
に
配
し
、
春
に
は
双
調
、
夏
に
は
黄
鈍
調
、
秋
に

ば
ん
し
6
ち
よ
う

は
平
調
、
冬
に
は
盤
渉
調
な
ど
と
決
め
て
演
奏
さ
れ

て
い
九
も
の
で
あ
る
。
越
殿
楽
は
、
も
と
も
と
平
調

で
あ
っ
た
が
、
冬
・
夏
に
演
奏
さ
れ
な
い
と
な
る
と

不
便
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訊
子
に
移
訊
さ
れ
て
、

今
で
は
黄
鑓
調
越
殿
楽
、
盤
渉
調
越
殿
楽
な
ど
と
い

わ
仁
し
、
の

う
の
が
出
来
た
。
こ
れ
を
渡
物
と
呼
ん
で
い
る
。
黒

田
節
が
似
て
い
る
と
い
う
平
鯛
の
越
殿
楽
だ
け
を
聞

い
て
い
て
、
た
ま
に
、
盤
渉
調
の
越
殿
楽
を
聞
く
と
、

こ
れ
が
同
一
の
曲
か
ら
生
じ
た
も
の
か
疑
い
九
く
な

る
ぐ
ら
い
異
質
な
感
じ
を
う
け
る
。

凡
、
吹
・
:
乙
・
下
.
行
.
下
.
乙
.
凡
.
行
1
笙

四
「
と
う
と
う
」
は
一
越
調
の
基
本
唱
歌

ね
と

「
音
取
り
」
に
は
順
序
と
し
て
、
ま
ず
笙
が
和
声
で

も
っ
て
吹
き
始
め
ら
れ
る
。
笙
の
和
声
の
こ
と
は
、

別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
笙
が

X
九
)
、
人
厶
)
・
、
X
七
)
・
ラ
(
行
)
・
1
(
乏

な
ど
の
六
昔
か
ら
成
る
和
声
九
で
始
ま
り
、
突
如
と

し
て
ミ
(
乙
)
の
単
音
に
移
り
、
つ
づ
い
て
フ
ィ
ス

(
下
)
か
ら
ラ
(
行
)
へ
と
移
て
ゅ
く
と
だ
け
述
べ

て
お
く
。
ミ
の
単
音
を
聞
く
や
、
直
ち
に
簸
築
は
、

同
じ
ミ
の
音
を
も
っ
て
吹
き
は
じ
め
る
。
箪
簗
の
音

の
終
り
が
一
越
調
、
つ
ま
り
レ
で
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
う
け
て
、
竜
笛
の
ト
ヲ
ロ
オ
が
つ
づ
く
。
ト
ヲ
ロ

オ
の
卜
は
笛
に
お
け
る
一
越
調
で
あ
る
。
つ
づ
い
て

紗
皷
・
琵
膏
・
箏
と
続
く
。
「
音
取
り
」
は
こ
の
よ
う

に
し
て
演
奏
さ
れ
る
短
い
小
曲
で
あ
る
。
始
め
か
ら

終
り
ま
で
、
わ
ず
か
数
分
間
の
小
曲
で
あ
る
。
し
か

し
雅
楽
の
演
奏
を
始
め
て
聞
く
者
に
と
ぅ
て
は
、
各

楽
器
が
、
そ
れ
ぞ
そ
独
立
し
て
演
奏
さ
れ
て
ぃ
る
た

め
に
、
合
奏
の
時
と
は
違
っ
蠢
じ
を
受
け
る
よ
う

で
あ
る
。

^
^
^
^
C
^
^
と
^
と
^
、
タ
ア
ラ
リ
イ
、
ト
ラ

ロ
オ
と
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
に
纏
味
が
あ
る
。

実
際
に
「
音
取
り
」
を
耳
で
聞
く
と
、
第
築
は
タ
ア

リ
イ
と
聞
え
る
し
、
危
笛
は
ト
オ
ロ
オ
と
鳴
っ
て
い

る
よ
う
に
聞
え
る
。
こ
こ
が
肝
心
な
点
で
あ
る
。

(
洋
音
階
)

タ
ア
ラ
リ
イ
.
ク
ア
一
フ

雅
楽
の
曲
目
が
演
奏
さ
れ
る
に
先
だ
っ
て
音
取

り
」
と
呼
ぱ
れ
る
小
曲
が
奏
さ
れ
る
な
ら
わ
し
で
あ

る
。
一
越
調
の
「
音
取
り
」
を
、
笙
・
笵
亨
竜
笛

の
順
で
示
し
た
の
が
右
の
表
で
あ
る
。

一
くト

ヲ
ロ
オ
.
ト
オ

一
フ

ラ

レ

リ
イ
・
・
・
第
築

ト
ヲ
ロ
オ
.

、
武

レ

レ
ラ

ひ
ょ
ら
じ
ょ
う
い
5
こ
う
ち

に
は
平
調
・
、
一
.
越

.

笛

fls

fis

^コ
こ
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五
と
う
と
う
は
ト
ゥ
ト
ゥ

.

タ
ラ
リ
か
ら
来
た
も
の

さ
て
こ
こ
で
、
最
初
の
「
嶋
る
は
滝
の
水
」
に
か

え
っ
て
米
の
句
の
「
と
ぅ
た
へ
」
を
な
が
め
る
と
し

よ
う
。
こ
の
「
と
ぅ
た
へ
は
、
も
と
も
と
「
と
ぅ

と
ぅ
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
一
越
鯛
の
「
音

取
り
」
の
ト
ヲ
ト
オ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

0
 
0
 
0
 
0

催
馬
楽
の
「
総
角
や
と
、
つ
と
ぅ
」
も
同
様
、
私
に

は
飴
の
ト
ヲ
ト
オ
と
無
関
係
な
こ
と
ぱ
と
は
思
わ
れ

な
い
。
さ
ら
に
催
馬
楽
「
大
宮
」
に
お
け
る
末
の
句

「
た
ら
り
や
り
ん
た
な
り
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

一
越
湘
に
お
い
て
は
、
し
ぱ
し
ぱ
用
い
ら
れ
て
い
る

次
の
句
煮
い
浮
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
蘭

陵
王
の
第
築
倫
で
、

チ
ロ
タ
ア
ラ
リ
.
タ
ハ
レ
ι
レ
.

ト
リ
一
フ
ル
一
フ
ハ
リ
.
ラ
リ
.
チ
ラ

と
あ
る
タ
ア
,
り
イ
.
り
タ
,
り
イ
な
ど
が
0

明
治
撰
定
詑
簗
譜
お
け
る
曲
倒
は
「
鴛
嚇
颯

踏

同
入
破
・
迦
陵
頻
急
・
蘭
陵
王
等
々
、
全
部
で

.

十
二
曲
あ
る
。
そ
れ
か
ら
の
曲
の
中
に
は
、
多
か
れ

少
か
れ
、
か
な
ら
ず
右
の
タ
ア
,
り
イ
が
含
ま
れ
て

い
る
。
一
赳
調
以
外
の
調
子
で
は
タ
ア
、
り
イ
が
使

酒
を
飲
べ
て
飲
べ
酔
う
て
、

0
 
0
 
0
 
ま
う

0
 
0
 
0

九
ふ
と
こ
り
ぞ
参
で
来
ろ
。
よ
ろ
ぱ
ひ
ぞ
去
二
じ

来
る
。
参
で
来
る
。
参
で
来
る
。

右
の
「
九
ふ
と
こ
り
ぞ
」
に
つ
い
て
、
古
典
文
学

大
学
本
の
頭
註
傘
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

わ
れ
る
こ
と
は
、
や
や
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か

ら
と
て
、
右
の
「
大
宮
」
の
曲
が
、
か
な
ら
ず
し
も
一

越
調
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

「
鳴
る
は
滝
の
水
」
「
総
角
や
」
な
ど
が
平
翠
あ
っ

た
な
ど
と
一
菖
う
こ
L
L
は
な
お
さ
ら
危
険
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
「
は
や
し
詞
」
と

し
て
、
無
造
作
に
取
り
扱
わ
れ
て
来
た
い
く
つ
か
の

末
句
を
、
饗
の
用
語
を
も
う
て
再
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
こ
の
拙
論
を
草
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
何
で
も
彼
で
も
、
意
味
不
明
の

語
な
ら
、
笛
や
箪
築
の
雫
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も

ま
た
危
険
で
あ
る
。
意
味
の
な
い
単
な
る
「
は
や
し

詞
」
も
あ
ろ
う
し
、
語
調
を
と
と
の
え
る
に
す
ぎ
な

い
場
合
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
注
意
を
要
す
る
そ
の

好
例
と
し
て
、
最
後
に
今
一
つ
催
馬
楽
か
ら
、
誰
で

も
知
っ
て
い
る
有
名
な
歌
謡
を
あ
げ
て
結
び
と
す

る

六
む
す
び

北
う

ら
^
^
C
^
る
。

た
ふ
と
一
L
り
ぞ
1
擬
声
語
0
 
い
ま
な
ら
「
と

ろ
ん
と
こ
ろ
ん
で
」
「
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
で
」
な

ど
い
っ
北
と
こ
ろ
。
「
後
抄
」

タ
ン
と

は

倒
れ
ろ
音
に
解
し
光
が
、
そ
れ
に
も
及
ぷ
ま

、
0

擬
声
語
に
理
窟
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の

しは
、
よ
け
い
な
話
で
あ
る
。
入
文
は
、
こ

れ
を
九
ん
な
た
り
や
な
ど
の
笛
の
譜
に
こ

じ
つ
け
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
六
足
ど
り
が
拍
十
に
か

か
ろ
さ
ま
だ
と
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
珍
解
の
部

に
屈
す
る
。

勿
論
熊
谷
画
好
の
説
く
ダ
ン
と
こ
ろ
ん
で
」
で

は
な
い
。
ま
左
寸
部
説
「
タ
ン
ナ
タ
リ
ャ
」
と
い
う

の
も
、
笛
業
ら
は
遠
ざ
か
り
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。

し
か
し
小
西
説
の
「
と
ろ
ん
と
こ
ろ
ん
で
」
も
い
か

が
。
「
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
で
」
と
い
う
条
っ
て
は
、
苦

し
ま
ぎ
れ
の
推
測
の
域
を
出
な
い
。
こ
れ
は
「
は
や

し
詞
」
で
も
、
笛
の
譜
で
も
な
い
。
「
た
も
と
ほ
り
ぞ
」

が
託
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
た
」
は
接
頭
語
、
「
も
と
ほ

る
」
は
「
俳
徇
し
、
た
め
ら
・
愚
」
で
あ
る
。
泗
に

酔
う
て
、
足
も
と
ふ
ら
ふ
ら
と
、
あ
っ
ち
に
よ
ろ
け
、

こ
っ
ち
に
ょ
ろ
け
し
な
が
ら
、
ま
っ
直
に
は
歩
け
な

い
酔
態
を
言
い
表
わ
し
た
一
憂
な
の
で
あ
る
。

(
女
子
中
高
教
諭
・
国
續
)
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