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今
日
わ
が
教
育
界
に
お
い
て
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
の
種
類
は

多
い
と
思
う
が
、
し
か
し
「
そ
の
う
ち
の
最
大
な
る
も
の
は
何

か
？
」
と
問
う
人
が
あ
っ
た
ら
、
一
瞬
の
躊
躇
も
せ
ず
に
、
「
そ

れ
は
三
十
一
二
歳
以
下
の
若
い
人
々
の
間
に
同
志
を
求
め
る
こ
と

だ
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
今
や
民
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

過
半
に
近
い
分
量
が
、
三
十
一
二
歳
以
下
の
人
々
に
向
っ
て
移
行

し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
明
白
に
洞
察
し
え
な
い
人

々
は
、
た
と
え
如
何
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
が
考
え
よ
う
が
、
そ

れ
は
結
局
観
念
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い

や
し
く
も
現
実
の
世
界
に
起
っ
て
、
何
事
か
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
限
り
、
そ
の
実
現
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
所
在
を
ま
づ
考
え
ね
ば

な
る
ま
い
。
そ
し
て
事
は
、
教
育
界
に
お
い
て
も
、
全
く
同
様
で

あ
る
。
民
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

歳
以
下
の
世
代
に
、
そ
の
大
半

30

が
移
行
し
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
に
於
て
も
全
く
あ

て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在
三
十
一
二
歳
以
下

の
先
生
が
、
半
数
以
上
を
占
め
て
い
な
い
学
校
は
、
少
い
こ
と
を

見
て
も
分
る
は
ず
で
あ
る
。
戦
争
を
た
く
ら
む
も
の
は
ま
ず
何
よ

り
も
動
力
源
と
し
て
の
油
田
の
争
奪
に
奔
命
す
る
。
同
様
に
教
育

界
に
於
て
、
今
後
何
事
か
を
し
よ
う
と
考
え
る
者
は
、
如
何
に
し

て
二
十
代
の
溌
剌
た
る
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
同
志
と
し
て
獲

得
す
る
か
に
千
辛
万
苦
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
こ
う
し
た
洞
察
と

実
践
の
で
き
な
い
程
度
の
人
間
が
教
育
愛
な
ど
と
言
っ
た
と
し
た

ら
、
多
分
言
葉
の
方
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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一

民
族
の
現
状
に
関
し
て
、
現
在
わ
た
く
し
の
最
も
深
憂
し
て
い

る
問
題
は
何
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
民
衆
に
お
け

る
「
分
裂
症
的
傾
向
」
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
わ

れ
ら
の
民
族
は
、
敗
戦
以
来
、
七
年
も
の
永
い
間
、
敵
国
の
占
領

下
に
お
か
れ
て
来
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
よ
う
や
く
終
っ
た
か
と
思

う
と
、
独
立
と
は
ほ
と
ん
ど
名
目
に
す
ぎ
ず
、
各
種
の
協
定
契
約

が
、
協
定
契
約
と
は
全
く
名
ば
か
り
で
、
そ
の
実
内
容
に
お
い
て

は
、
結
局
一
種
の
事
実
的
強
制
に
近
い
様
式
で
、
米
国
の
勢
力
下

に
新
た
な
る
隷
属
を
開
始
し
た
現
状
に
お
い
て
は
、
民
族
生
活
の

い
か
な
る
切
断
面
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
民
族
の
現
在
並
に

将
来
の
た
め
に
憂
慮
す
べ
き
事
態
は
到
る
処
見
ら
れ
ぬ
処
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
が
、
上
に
託
し
た
よ
う
に
、
現
在

わ
れ
ら
の
民
族
に
つ
い
て
最
も
憂
慮
し
て
い
る
事
柄
と
い
え
ば
、

や
は
り
前
述
の
よ
う
に
民
族
に
お
け
る
「
分
裂
症
的
傾
向
」
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
現
在

わ
れ
ら
の
民
族
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
憂
慮
す
べ
き
事
柄
の
す
べ
て

が
、
結
局
そ
の
根
本
原
因
と
し
て
こ
ゝ
に
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る

民
族
に
お
け
る
分
裂
症
的
傾
向
に
基
因
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
即
ち
わ
が
国
の
敗
戦
後
、
否
、
厳
密
に
は
名
目
的
独
立
後
、

わ
が
国
に
起
り
つ
ゝ
あ
る
民
族
の
悲
劇
と
も
称
す
べ
き
も
ろ
も
ろ

の
憂
慮
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
結
局
民
族
に
お
け
る
こ
の
分
裂
症

的
傾
向
が
そ
の
根
本
原
因
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
い
ろ
い

ろ
の
領
域
に
お
い
て
、
種
々
形
態
を
か
え
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
ぬ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
民
族
に
お
け
る
分
裂
症
的
傾
向
は
、
そ
の
よ
っ
て
き

た
る
処
深
く
し
て
遠
く
、
結
局
は
、
わ
れ
ら
の
民
族
が
こ
の
島
国

に
居
住
し
て
い
る
処
に
、
そ
め
最
終
的
根
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
前
号
に
お
い
そ
私
が
「
島
国
性
の
宿
命
」
と
題
す
る

一
文
を
か
ゝ
げ
た
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
点
を
究
明
し
て
み
た
か

っ
た
の
で
あ
る
が

続
面
の
都
合
上
ホ
ン
の
序
論
だ
け
に
終
っ
た

の
で
、
改
め
て
こ
こ
に
こ
の
間
題
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。

ニ私
が
こ
ゝ
で
民
族
に
お
け
る
「
分
裂
症
的
傾
向
」
と
呼
ぶ
の
は
、

ネットで 森信三先生と修身教授録 と検索

飛耳長目（ひじちょうもく） 通巻190号 令和1年9月1日発行

通巻1 9 0号 令和元年9月 1日発行



2

こ
れ
を
端
的
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
の
思
想
上
国
民
大

衆
の
考
え
と
の
間
に
巨
大
な
ギ
ヤ
ツ
ブ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
ら

ゆ
る
場
合
に
、
民
族
と
し
て
の
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い
る

現
象
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
間
題
を
さ
ら
に
ら
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、
い
わ
ゆ
る
綜
合
雑

誌
と
呼
ば
れ
る
よ
ぅ
な
も
の
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
論
文
な
り
主
張

な
り
と
、
現
実
の
政
治
の
行
わ
れ
方
と
の
差
が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど

す
ぎ
る
点
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
外
国
の
雑
誌

を
み
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
な
り
又
は
ア

メ
リ
カ
な
ど
で
、
ど
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
つ
ま
び
ら

か
に
し
え
な
い
が
、
し
か
し
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し

た
傾
向
が
、
わ
が
国
ほ
ど
に
ひ
ど
く
甚
し
い
処
は
、
お
そ
ら
く
外

に
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
話
を
ハ
ツ
キ
り
す
る
た
め

に
、
私
は
こ
ゝ
に
一
つ
の
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
明
け
て
一
昨
年
、
わ
が
国
が
と
に
か
く
に
そ
の
永
い
占

領
期
間
に
終
り
を
つ
げ
て
「
独
立
」
す
る
と
い
う
直
前
の
こ
と
で

あ
る
。
近
畿
の
某
大
学
の
文
学
部
の
教
官
諸
氏
の
ま
ね
き
で
、
ニ

ー
バ
ー
の
弟
子
で
あ
る
武
田
清
子
氏
が
来
ら
れ
、
一
席
座
談
会
が

ひ
ら
か
れ
る
と
の
こ
と
で
、
私
も
招
か
れ
て
そ
の
席
末
に
加
わ
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
基
地
の
問
題
が
や
か
ま
し
く
論
じ
ら
れ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
意
見
を
の
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
武
田

氏
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
人
々
も
み
な
「
絶
対
反
対
」
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
や
が
て
順
番
が
私
の
処
へ
ま
わ
っ
て
き
た
。
そ
こ
で

私
は
言
っ
た
の
で
あ
る
。

「
も
ち
ろ
ん
私
も
希
望
や
願
望
と
し
て
は
、
絶
対
反
対
と
言
い

た
い
処
で
す
が
、
唯
わ
た
く
し
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
す
か
ら
、
単
な

る
希
望
や
願
望
で
な
く
て
、
実
現
可
能
の
ぎ
り
ぎ
り
の
線
を
打
ち

出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
立
場

か
ら
考
え
る

と
無
條
件
降
伏
を
し
て
七
年
も
の
永
い
間
、
敵
国
の
占
領
下
に
あ

っ
た
も
の
が
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
国
際
情
勢
下
に
あ
っ

て
は
、
独
立
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
半
ば
は
名
目
的
で
あ
り
、
随

っ
て
全
然
基
地
を
も
う
け
さ
せ
ぬ
な
ど
い
う
こ
と
の
通
ろ
う
は
ず

は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
現
実
問
題
と
し
て
は
、
ま
づ
場

処
を
何
処
と
何
処
と
い
う
ふ
う
に
限
定
す
る
こ
と
、
並
び
に
期
限

を
何
時
ま
で
と
限
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
外
交
的
折
衝
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
多
少
の

か
け
引
き
の
い
る
こ
と
は
当
然
で
し
よ
う
が
、
初
め
か
ら
絶
対
反

対
と
い
う
だ
け
で
は
、
言
う
の
は
勿
論
さ
し
つ
か
え
な
い
わ
け
で

す
が
、
し
か
し
私
に
は
多
分
現
実
の
実
現
性
の
な
い
主
張
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
云
々
」
そ
の
場
で
私
の
述
べ
た
考
え

は
大
体
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

三
然
る
に
そ
の
後
の
現
実
の
進
展
を
み
る
と
、
現
在
基
地
の
教
は

七
百
何
十
と
い
う
言
語
道
断
な
ぼ
う
大
な
数
に
上
っ
て
お
り
、
期

限
の
点
に
つ
い
て
も
、
全
く
「
無
期
限
」
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
で
さ
え
、
基
地
は
九
十
九
ケ
年
と
い

う
期
限
が
つ
い
て
い
る
の
に
、
わ
が
国
の
場
合
は
全
然
「
無
期
限
」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
九
十
九
ケ
年
と
い
う
の
は
、
周
知
の
よ
う

に
外
交
上
の
慣
例
で
は
「
永
久
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
最
近
ま
で
ア
メ
リ
カ
領
だ
っ
た
フ
ィ
リ
ツ
ピ
ン
の
こ
と
だ

と
思
う
と
き
、
米
国
が
わ
が
国
を
植
民
地
視
し
て
い
る
程
度
は
、

旧
ア
メ
リ
カ
領
た
り
し
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
以
上
だ
と
い
う
こ
と
が
、

何
よ
り
も
明
了
に
う
か
ゞ
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
の
思
う
こ
と
は
、
か
つ
て
「
基
地
絶
対
反
対
」
を
と

な
え
た
人
々
は
、
こ
の
現
状
に
た
い
し
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
感

慨
を
も
っ
て
居
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か

え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
結
果
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
感
を
い
た

い
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
る
程
そ
れ
ら
の
人
々
は
…
…
こ
ゝ
に
そ
れ
ら
の
人
々
と
い
う

の
は
、
主
と
し
て
綜
合
雑
誌
な
ど
に
執
筆
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
進

歩
主
義
思
想
家
」
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
る
が
…
…
こ
の
よ
う
な

事
態
に
た
い
し
て
深
く
憂
慮
し
て
お
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
そ
の
後
基
地
周
辺
の
子
ら
に
及
ぼ
す
教
育
上
の
悪
影
響
に
対
し

て
、
猛
烈
な
基
地
撤
退
要
求
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に

も
何
わ
れ
る
。

だ
が
私
が
こ
ゝ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と

で
は
な
く
て
、
前
に
絶
対
反
対
を
と
な
え
た
こ
と
と
、
ふ
た
を
開

け
て
み
た
ら
、
基
地
七
百
何
十
、
し
か
も
全
く
の
「
無
期
限
」
と

い
う
事
実
に
対
し
て
、
果
し
て
ど
う
い
う
責
任
を
感
じ
て
い
る
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
は
い
わ
な
く
て
も
、
そ
の
後

の
基
地
反
対
運
動
の
実
践
に
よ
っ
て
十
分
だ
と
考
え
る
人
々
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
に
も
そ
う
い
う
人
々
の
気
持
ち
が
分
ら
ぬ

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
私
は
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
そ
れ
が
民
族
の
最
も
深
い
病
根
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

四こ
ゝ
で
私
が
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
「
自
分

ら
は
絶
対
反
対
を
と
な
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
反
動
勢
力
が
、
こ
ん

な
だ
ら
し
な
い
不
屈
至
極
な
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
！
と
い

う
風
に
、
結
果
の
責
任
を
た
ゞ
保
守
反
動
勢
力
の
み
に
、
一
偏
到

的
に
な
す
り
つ
け
て
、
自
分
た
ち
の
主
張
の
う
ち
に
も
、
何
ら
か

の
程
度
に
お
い
て
誤
謬
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
こ
と

へ
の
反
省
を
欠
い
た
ま
ゝ
で
は
た
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

私
は
わ
が
民
族
に
お
け
る
保
守
、
反
動
的
な
根
は
、
遺
憾
な
が

ら
予
想
以
上
に
深
い
根
ざ
し
を
も
つ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
わ
れ
ら
の

民
族
に
お
け
る
封
建
的
官
僚
的
な
る
も
の
の
根
ざ
し
は
、
綜
合
碓

誌
な
ど
に
書
く
人
々
の
考
え
て
い
る
よ
り
遙
か
に
深
い
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
点
に
原
因

す
る
か
と
い
う
こ
と
の
分
析
は
実
に
重
大
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
は

別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
と
に
か
く
私
に
は
、
い
わ
ゆ
る
進

歩
的
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
は
、
ま
だ
十
分
に
深
く
民
族
の

対
建
性
の
根
深
さ
が
分
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

現
に
敗
戦
後
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
最
も
大
き

な
問
題
と
な
っ
た
内
灘
で
、
事
件
が
一
段
落
し
た
後
、
中
山
村
長

が
辞
職
し
、
そ
の
後
任
村
長
を
選
挙
し
た
処
、
保
守
派
へ
の
投
票

が
七
割
何
分
を
し
め
、
そ
れ
に
対
し
て
清
水
幾
太
郎
氏
が
、
あ
れ

だ
け
の
大
騒
ぎ
を
し
た
あ
げ
く
、
尚
村
民
が
そ
の
よ
う
な
投
票
を

し
た
こ
と
に
対
し
て
、
び
っ
く
り
し
て
村
民
を
「
何
と
い
う
バ
カ

ヤ
ロ
ウ
か
と
思
っ
た
云
々
」
の
旨
を
某
誌
の
上
で
の
べ
て
い
ら
れ

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
清
水
氏
が
東
京
育
ち
の
イ
ン
テ
リ
秀
才
の
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た
め
に
、
農
民
の
実
情
が
よ
く
分
つ
て
い
ら
れ
な
い
せ
い
で
、
私

な
ど
の
よ
う
な
田
舎
育
ち
の
土
臭
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
少
し
も

意
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
杉
明
民
平
氏
の

「
ノ
リ
ソ
ダ
騒
動
記
」
ひ
と
つ
読
ん
で
も
見
当
は
つ
く
こ
と
で
あ

る
。五私

が
こ
ゝ
で
問
題
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
民
族
の
根
深
い

封
建
性
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
引
き
抜
か
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
し
か
し
こ
れ
は
今
後
相
当
長
期
間
に
わ
た
る
民
族
の
努
力
…

…
と
く
に
教
育
的
努
力
に
ま
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
責

任
を
も
つ
べ
き
発
言
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
将
来
を
夢
み
る
こ
と

な
く
、
ど
こ
迄
も
民
族
の
現
状
を
把
握
し
た
上
に
立
っ
て
の
立
言
、

主
張
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。

然
る
に
私
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
に
わ
が
国
の
イ
ン
テ
リ
思
想
家
に
共
通

す
る
病
弊
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
民
の
一
人
ひ
と
り
の
心
の
奥

に
巣
喰
っ
て
い
る
根
深
い
封
建
性
を
洞
案
し
な
い
で
、
甘
い
公
式

論
的
な
立
場
に
立
ち
、
そ
の
た
め
に
、
一
般
国
民
大
衆
の
心
を
引

き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
保
守
反
動
勢
力
は
、
そ
の
す
き
間
に

乗
じ
て
殆
ん
ど
際
限
な
き
ま
で
の
屈
辱
的
政
策
を
な
し
て
あ
え
て

恥
ず
る
な
き
が
如
く
で
あ
る
。
即
ち
か
れ
ら
の
眼
中
に
は
、
綜
合

雑
誌
上
の
論
文
の
主
張
な
ど
は
、
国
民
の
心
理
に
根
ざ
さ
ぬ
も
の

と
し
て
一
蹴
し
て
か
え
り
み
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
ア

メ
リ
あ
人
か
ら
み
る
と
、
如
何
に
も
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
ら
し

く
、
彼
ら
は
最
初
の
ほ
ど
は
、
自
国
流
に
判
断
し
て
、
わ
が
国
の

イ
ン
テ
リ
進
歩
主
義
思
想
家
た
ち
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
を
深
く

気
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
時
の
た
つ
と
共
に
、
そ
れ
が
必

ず
し
も
深
く
国
民
の
心
理
に
根
ざ
し
た
代
表
的
意
味
を
も
た
な
い

こ
と
が
次
第
に
分
っ
て
き
た
た
め
、
こ
れ
ら
思
想
家
と
の
関
係
を

も
た
な
い
の
み
か
、
つ
ね
に
極
限
的
な
対
立
、
敵
対
の
立
場
に
あ

る
保
守
反
動
勢
力
を
露
骨
に
恫
喝
し
て
、
な
さ
ざ
る
処
な
き
傍
若

無
人
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
を
一
言
に
し

て
、
民
族
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
知
識
分
子
と
、
保
守
反
動
と
の

極
限
的
な
分
裂
症
状
を
も
っ
け
の
倖
い
と
し
て
、
全
く
為
さ
ざ
る

処
な
き
暴
状
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
惨
憺
た
る
事
態
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
主
義
者

た
ち
が
、
い
た
ず
ら
に
公
式
論
を
ふ
り
廻
し
て
、
た
ゞ
保
守
反
動

勢
力
の
だ
ら
し
な
さ
の
み
を
…
…
事
実
そ
れ
は
全
く
言
語
道
断
と

い
う
外
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
に
対
し
て
、

唯
の
の
し
る
の
み
で
は
ダ
メ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
即

ち
い
わ
ゆ
る
進
歩
主
義
者
た
ち
が
、
民
衆
の
内
な
る
対
建
的
な
る

も
の
ゝ
根
深
さ
に
対
す
る
自
己
の
洞
察
の
不
足
不
明
か
ら
結
果
す

る
事
態
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
負
う
べ
き
責
任

を
痛
感
す
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
、
現
実
は
、
本
質
的
に
は
一
歩
も

前
進
せ
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
せ
ら
れ
る
。
否
時
に
は
退
歩
の

危
険
さ
え
な
い
と
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
過
去
数
年
間
に
わ
た
る
日
教
組
の
中
央
幹
部
に
つ
い
て
も
全

く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
が
、
紙
面
の
都
合
上
こ
ゝ
に
は

ふ
れ
な
い
で
お
く
。
何
れ
に
し
て
も
民
族
の
指
導
的
立
場
に
立
つ

人
々
は
結
果
の
現
実
に
対
し
て
深
き
責
任
感
を
も
ち
、
自
ら
の
言

動
に
対
し
て
常
に
反
省
を
怠
っ
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ

る
。

こ
の
頃
の
発
し
み

森

信
三

○
も
し
人
あ
っ
て
私
に
対
し
「
こ
の
ご
ろ
の
楽
し
み
は
ど
ん
な
こ

と
で
す
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
私
は
多
分
次
の
よ
う
な

事
柄
を
以
て
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
は
学
生
と
の
関
係
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
正
直

に
言
っ
て
、
こ
の
点
に
対
し
て
は
、
私
は
就
任
以
来
非
常
に
心
を

使
っ
て
き
た
。
と
い
う
と
妙
に
き
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し

か
し
何
分
に
も
年
齢
が
齢
な
の
で
、
私
の
よ
う
な
初
老
の
境
に
入

り
つ
ゝ
あ
る
人
間
の
言
う
こ
と
が
、
現
在
の
若
い
人
々
に
、
果
し

て
ど
の
程
度
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
か
ら

大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
教
師
と
し
て
、
対
象
た
る
学
生

や
生
徒
の
心
境
を
洞
察
し
え
な
い
で
、
そ
の
日
そ
の
日
を
過
す
と

い
う
こ
と
ほ
ど
私
は
「
悲
惨
な
る
罪
悪
」
は
な
い
と
思
う
か
ら
で

あ
。
し
か
も
現
実
の
私
は
、
そ
う
し
た
思
念
の
如
何
に
拘
ら
ず
、

年
齢
的
に
、
時
代
に
対
す
る
感
覚
を
欠
除
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
だ
か
ら
…
…
。
実
際
今
日
、
時
代
感
覚
と
い
う
点
で
は
、

小
中
学
の
先
生
の
場
合
で
、
大
体
三
十
一
二
辺
に
、
大
き
な
溝
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
学
者
、
思
想
家
の
場
合
に
は
…
…
こ
の

方
は
前
者
ほ
ど
ハ
ツ
キ
リ
と
は
分
ら
な
い
が
、
し
か
し
大
体
四
十

五
歳
を
以
っ
て
一
段
的
に
は
、
時
代
感
覚
に
対
す
る
新
旧
を
分
つ

こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
今
日
の
よ
う
な
激
し
い
時
代
に
は
、
そ
の
時
代
把
握

の
基
盤
を
な
す
も
の
は
、
時
代
感
覚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
畢
竟
「
時

代
に
対
す
る
感
受
性
」
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
随
っ
て
こ

の
時
代
感
覚
と
い
う
も
の
は
、
書
物
を
読
ん
だ
り
頭
で
考
え
た
り

す
る
こ
と
も
勿
論
必
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
よ
り
基
礎
的
基
盤

的
な
も
の
は
、
皮
膚
を
通
し
て
感
受
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

私
な
ど
も
、
時
代
感
覚
に
つ
い
て
は
、
読
み
物
な
ど
は
つ
と
め
て

注
意
し
、
努
力
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
っ
て
も
、
肝
心
の
皮
膚

を
通
し
て
感
受
す
る
も
の
と
な
る
と
、
次
第
に
硬
わ
ば
り
ゆ
く
自

ら
の
皮
膚
感
覚
を
如
何
と
も
し
難
い
感
が
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
就
任
以
来
、
丸
一
ケ
年
近
い
昨
今
に
な
っ
て
、
次
第

に
分
っ
て
き
た
こ
と
は
、
今
後
怠
け
さ
え
し
な
け
れ
ば
ど
う
に
か

マ
ア
落
第
だ
け
は
せ
ず
に
す
む
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
私
が
考
え
た
り
言
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
学
生
た
ち
の
も
っ

て
い
る
生
命
の
波
長
と
勿
論
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
に
か

辛
う
じ
て
、
同
一
振
幅
圏
内
に
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
り

出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
多
少
心
の
安

ら
ぎ
を
う
る
と
共
に
、
講
義
に
出
か
け
る
こ
と
が
、
実
に
楽
し
く

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
際
人
間
は
正
直
な
も
の
で
あ
る
。

○
授
業
が
楽
し
い
と
い
う
点
で
は
、
あ
る
い
は
私
の
こ
れ
ま
で
の

教
師
生
活
の
う
ち
で
も
、
現
在
が
一
ば
ん
楽
し
い
と
言
え
る
か
も

知
れ
な
い
。
私
の
今
日
ま
で
の
教
師
生
活
の
う
ち
多
少
と
も
ま
と

ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
阪
の
天
王
寺
師
範
時
代
と
建
国
大
学

時
代
と
、
そ
れ
に
現
在
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
趣

を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
れ
ら
の
う
ち
、
ど
れ

が
最
も
楽
し
い
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
現
在
で
は
な
い
か
と
思
う
。

天
王
寺
師
範
時
代
は
何
と
い
っ
て
も
師
範
と
い
う
制
約
の
下
に

あ
っ
た
た
め
に
、
生
徒
の
教
養
に
お
い
て
ど
う
し
て
も
未
だ
し
き

処
あ
る
を
免
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
建
国
大
学
は
、
あ
の
よ
う
な

特
殊
な
学
校
で
あ
っ
た
為
に
、
私
の
よ
う
な
者
に
は
、
す
べ
て
の
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調
子
が
や
ゝ
粗
々
し
い
感
が
し
た
。
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
現
在
の

処
は
、
第
一
学
生
の
す
べ
て
が
教
師
に
な
る
人
々
で
あ
り
」
そ
れ

に
と
に
か
く
に
新
制
大
学
と
し
て
、
旧
師
範
学
校
に
比
べ
る
と
す

べ
て
が
自
由
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
ら
の
外
に
も
現
学
部
長
塩
尻

公
明
氏
の
人
格
と
思
想
と
が
、
学
園
の
雰
囲
気
に
及
ぼ
し
て
い
る

影
響
は
、
預
想
以
上
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
見
て
い
る
。

○
さ
て
こ
の
よ
う
な
具
合
で
、
学
校
に
ゆ
く
の
が
発
し
く
な
っ
て

き
た
と
い
う
事
の
う
ち
に
は
、
以
上
の
べ
た
こ
と
の
外
に
、
今
ひ

と
つ
、
最
近
に
至
っ
て
講
義
の
様
式
が
自
分
な
り
に
一
応
見
当
が

つ
き
出
し
た
と
い
う
点
も
大
い
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
実

は
講
義
の
様
式
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
永
い
間
迷
っ
て
き

た
人
間
で
あ
る
。
一
体
ど
う
い
う
や
り
方
が
教
え
る
側
に
と
っ
て

も
、
ま
た
教
え
ら
れ
る
側
に
と
っ
て
も
良
い
や
り
方
で
あ
る
か
？

と
い
う
こ
と
に
は
、
じ
っ
さ
い
私
は
永
い
間
苦
し
み
ぬ
い
て
き
た

の
で
あ
る
。

現
に
自
分
自
身
が
生
徒
と
し
て
、
ま
た
学
生
と
し
て
選
ん
だ
立

場
か
ら
言
っ
て
、
私
は
高
師
で
は
西
、
福
島
両
先
生
に
大
学
で
は

西
田
、
田
辺
両
博
士
と
い
う
よ
う
な
、
日
本
の
学
界
の
も
っ
た
特

級
と
も
い
う
べ
き
方
々
に
お
習
い
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ざ
自
分

が
教
え
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
ど
な
た
の
教
え
方
に
よ
る
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
で
は
あ
の
法
式
で
～
」
と
言
い
う
る

も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

昨
年
の
前
期
…
…
四
月
か
ら
九
月
ま
で
…
…
に
は
私
は
「
教
師

論
」
を
ノ
ー
ト
で
、
そ
し
て
「
教
育
原
理
」
の
方
は
、
「
指
導
要

領
」
の
批
判
的
読
と
い
う
や
り
方
で
や
っ
て
み
た
。
つ
ま
り
前
者

は
一
字
一
句
学
生
に
筆
記
さ
せ
る
処
の
普
通
の
ノ
ー
ト
様
式
で
あ

り
、
後
者
は
、
読
本
と
は
名
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
全
く
の
フ
リ
ー

・
ト
ー
キ
ン
ダ
と
い
っ
た
様
式
で
あ
っ
た
。
即
ち
全
然
正
反
対
な

両
極
的
様
式
を
と
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
後
学
期
と
な
る
と
、
私
は
「
教
育
原
理
」
を
原
稿
を

書
い
て
行
っ
て
、
純
ノ
ー
ト
様
式
で
や
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

次
第
に
分
っ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
や
り
方
が
、
当
の
学
生

自
身
に
と
っ
て
は
全
く
機
械
的
な
労
役
作
業
で
あ
っ
て
、
な
る
ほ

ど
後
で
読
み
返
え
し
て
み
れ
ば
、
判
る
と
は
言
え
、
も
し
読
み
返

え
さ
な
か
っ
た
ら
…
…
自
分
の
経
験
か
ら
し
て
も
、
試
験
に
な
る

ま
で
は
、
ま
ず
は
し
な
い
学
生
の
方
が
多
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の

で
、
ど
う
も
こ
の
様
式
も
眞
に
教
育
的
で
は
な
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

○
と
こ
ろ
が
そ
の
う
も
或
る
動
機
か
ら
し
て
私
は
、
講
義
の
様
式

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
あ
げ
く
私
の
到
達
し
た

結
論
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

結
論
的
に
言
え
ば
、
教
室
で
の
講
義
と
い
う
も
の
は
、
大
体
著
述

と
講
演
と
の
中
間
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ
と
へ

の
認
識
で
あ
っ
た
。
即
ち
教
室
で
の
講
義
は
、
そ
れ
が
体
系
的

組
織
的
な
知
識
の
展
開
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
私
が
後
学
期
に
し

か
け
た
よ
う
な
、
や
が
て
著
述
と
し
て
出
版
す
る
つ
も
り
で
書
か

れ
た
よ
う
な
原
稿
を
読
ま
れ
た
の
で
は
…
…
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
何

も
私
一
人
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
の
や
っ
て
き

た
こ
と
で
は
あ
る
が
…
…
学
生
と
し
て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
次
第
に
ハ
ッ
キ
リ
と
分
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

即
ち
講
義
と
い
う
も
の
は
演
習
な
ど
を
別
に
し
て
は
、
そ
の
大

部
分
が
教
師
の
音
声
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
直
接
視
覚
に

訴
え
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
論
理
的
体
系
的
な
表
現
と
い

う
も
の
は
、
本
来
視
覚
に
う
っ
た
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
音
声
を
通
し
て
読
み
上
げ
て
筆
記
さ
さ
れ
て
は
た
ま
ら
ぬ

わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
さ
れ
ば
と
言
っ
て
講
義
は
単
な
る
講
演
と
違
っ
て
、
そ

こ
に
知
識
の
体
系
的
組
識
的
な
展
開
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か

も
そ
れ
が
学
年
と
か
、
一
年
の
永
き
に
わ
た
っ
て
連
続
し
持
続
し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
私
の
到
達
し
た
結
論
は
、
講
義
と
い
う
も
の
は
、
著

述
の
よ
う
に
唯
ロ
ゴ
ス
的
の
み
で
よ
い
と
言
え
ぬ
と
共
に
、
ま
た

講
演
の
よ
う
に
主
と
し
て
パ
ト
ス
に
訴
え
れ
ば
、
一
応
事
が
す
む

と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
綜
合
態
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
や
っ
と
分
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
ロ
ゴ
ス
と
ハ
ト
ス
と
の
結
合
態
と
は
、
如
実
に

は
「
一
応
秩
序
を
立
て
つ
つ
、
し
か
も
自
由
に
語
る
講
述
様
式
」

で
あ
る
こ
と
が
分
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
学
期
の

途
中
ゆ
え
、
初
め
は
ど
う
か
と
迷
わ
ぬ
で
も
な
か
っ
た
が
、
と
う

と
う
一
月
か
ら
上
述
の
よ
う
な
一
種
の
フ
リ
ー
・
ト
ー
キ
ン
グ
様

式
に
変
更
し
た
処
、
学
生
の
方
で
も
こ
の
方
を
遙
か
に
歓
迎
し
て

く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
様
式
で
あ
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
ノ

ー
ト
の
原
稿
を
読
む
の
と
違
い
、
直
接
学
生
に
向
っ
て
訴
え
る
端

的
性
が
あ
り
、
ま
た
注
意
し
て
、
処
々
間
合
い
を
作
り
な
が
ら
話

し
た
り
、
ま
た
時
折
り
は
同
一
趣
意
の
事
柄
を
、
こ
と
ば
を
変
え

て
言
い
直
し
た
り
す
る
の
で
、
学
生
の
方
で
も
自
己
の
主
体
性
を

た
も
ち
な
が
ら
ゆ
と
り
を
も
っ
て
大
体
の
要
領
を
書
き
記
し
て
ゆ

け
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
最
後
に
こ
の
様
式
に
よ
る
に
は
、
教
材
の
内
容
が
よ
ほ
ど

よ
く
身
に
つ
い
て
い
な
い
と
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
用
意
と
し
て
は
ホ
ン
の
箇
条
書
き
的
な
紙
片
に
メ
モ
を
記
し
た

程
度
の
も
の
で
、
二
時
間
近
い
間
を
話
す
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が

身
に
融
け
込
ん
で
い
な
い
内
容
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ

る
。
ど
う
せ
物
事
に
は
如
何
な
る
事
に
も
長
短
は
あ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
し
か
し
と
に
か
く
に
一
応
自
身
の
肌
に
合
っ
た
講
義
様
式

に
到
達
し
え
た
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
最
近
の
最
も
う
れ
し
い

こ
と
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。（
昭
和

年
３
月
５
日
刊
「
開
顕
」
三
月
号
通
巻
第

号
）
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あ
と
が
き
に
替
え
て

森
信
三
先
生
の
仰
有
る
「
分
裂
症
的
傾
向
」
は
今
日
も
な
お
、
一

向
も
変
わ
ら
ず
に
は
び
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
を
今
新
聞
に
そ
の

ま
ま
載
せ
て
も
全
然
違
和
感
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
に
深
憂

に
堪
え
な
い
と
愚
生
も
共
感
を
覚
え
る
。
ま
た
当
時
先
生
が
、
授
業

の
仕
方
で
お
悩
み
に
な
っ
た
こ
と
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
現
代
も
道
徳
の
授
業
の
仕
方
等
で
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

（

日
二
繁
）
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