
体
系
的
な
思
索
に
堪
え
る
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
社

会
主
義
思
想
家
が
弾
圧
さ
れ
た
の
ち
、
社
会
主
義
に
共
鳴
を
感
じ
た

事
実
は
、
彼
の
浪
漫
主
義
・
自
然
主
義
受
容
の
場
合
と
非
常
に
似
て

い
る
の
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

先
駆
者
の
苫
斗
と
い
う
よ
り
、
時
代
の
新
し
い
思
潮
に
遅
れ
ま
い

と
し
で
真
面
目
な
思
想
的
前
進
に
焦
っ
て
い
る
若
者
の
印
象
が
強
く

の
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
安
と
焦
燥
と
は
、
さ
き
の
実
生
活
上
の

落
伍
者
で
あ
っ
た
事
実
と
微
妙
に
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
文
学
的
思

想
的
前
進
の
点
に
お
い
て
も
い
つ
も
落
伍
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

必
死
の
追
求
の
果
て
に
獲
得
さ
れ
た
文
学
的
思
想
的
立
場
は
、
文
壇

の
あ
わ
た
だ
し
い
　
「
性
急
な
思
想
」
的
前
進
に
よ
っ
て
既
に
彼
と
隔

絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
－
　
こ
う
し
た
点
か
ら
も
啄
木
を
観
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
自
己
の
豊
か
な
可
能
性
を
開
花
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
文
学
的
運
動
の
中
心
的
推
進
力
と
な
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
た
だ
生
活
派
短
歌
の
創
造
に
お
い
て
、
彼
の
文
学
的
主
体
に

適
応
し
た
形
式
を
発
見
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
強
い
て

み
と
め
ま
い
と
し
た
。
一
つ
の
才
能
の
不
幸
な
虐
殺
が
あ
る
。
そ
れ

で
も
彼
は
こ
の
抒
情
詩
的
方
法
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

）ヽ

．　み岬

啄
木
以
外
に
も
多
く
の
落
伍
者
が
あ
り
、
そ
の
文
学
が
あ
っ
た
。

時
代
と
歴
史
の
性
格
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
の
実
質
は
違
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
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わ
れ
わ
れ
の
文
学
を
享
受
す
る
心
的
傾
向
に
、
こ
う
し
た
落
伍
者
に

対
す
る
判
官
ヒ
イ
キ
的
な
偏
愛
が
あ
る
こ
と
は
警
戒
せ
ね
は
な
ら
ぬ
。

判
官
ヒ
イ
キ
は
ね
が
民
族
の
精
神
構
造
の
顕
著
な
特
質
で
あ
る
し
義

経
伝
説
を
は
じ
め
多
く
の
伝
説
を
形
成
せ
し
め
た
。
今
、
啄
木
が
若

く
し
て
天
才
的
詩
人
で
あ
り
、
人
生
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悲
惨
を
経

験
し
、
美
し
い
恋
愛
を
し
、
悲
哀
に
満
ち
た
歌
を
作
り
、
遂
に
落
伍

し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
革
命
的
詩
人
と
し
て
の
先
駆
的

後
光
を
与
え
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
が
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
啄

木
伝
説
の
形
成
を
そ
の
研
究
史
の
中
に
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

啄
木
が
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
位
相
に
よ
り
近
く
接
近
す
る
道
を
さ

が
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
啄
木
を
正
し
く
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
革
命
的
詩
人
の
か
わ
り
に
文
学
的

主
体
性
の
か
弱
い
、
し
か
し
鋭
い
歌
人
啄
木
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

思
想
家
啄
木
で
は
な
く
、
生
活
派
短
歌
の
創
造
者
と
し
て
の
意
義
が

再
評
価
さ
れ
る
機
会
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
み
た
よ
う
に
落
伍
者
と
し
て
の
啄
木
を
み
る
こ
と
は
、
そ
の
一
視

点
か
ら
の
観
察
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
周
意

し
て
よ
い
視
点
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

文
　
学
　
教
　
育
　
の
　
構
　
想

－
　
『
小
僧
の
神
様
』
　
の
鑑
賞
を
め
ぐ
っ
て
　
ー
ー

水

田

悲

愁

潤

夢
殿
の
救
世
観
音
を
見
て
ゐ
る
と
、
そ
の
作
者
と
い
ぶ
や
う
な
も
の
は
全

く
浮
ん
で
来
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
賀
直
哉

文
学
教
育
と
は
、
文
学
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
人
間
を
つ
く
り
出
そ

ぅ
と
す
る
教
育
活
動
で
あ
る
。
文
学
が
人
間
形
成
に
関
与
し
、
教
育

性
を
も
つ
の
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
典
型
が
、
読
者
に
人
間
や
社
会

の
全
体
的
な
把
握
を
さ
せ
、
自
己
の
小
さ
な
世
界
を
お
し
ひ
ろ
げ
、

人
間
性
を
変
革
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
は
、
わ

れ
わ
れ
か
ら
人
間
の
価
値
に
つ
い
て
の
自
覚
を
ひ
き
出
し
、
現
実
に

た
ち
む
か
う
勇
気
と
力
を
与
え
る
。
し
、
か
も
、
人
生
い
か
に
生
く
べ

き
か
と
い
う
問
題
は
、
文
学
に
お
い
て
は
直
接
に
教
訓
と
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
文
学
享
受
の
感
動
の
掘
り
下
げ
を
と
お
し

て
具
体
的
に
つ
か
み
と
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
文
学
教
育
で
は
、
そ

の
感
動
を
孤
独
な
個
人
の
も
の
に
と
ど
め
な
い
で
、
感
覚
や
思
想
の

ち
が
っ
た
人
間
ど
う
し
が
人
間
と
し
て
じ
か
に
ふ
れ
あ
い
、
時
に
は

文
学
教
育
の
構
想

対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
た
が
い
の
断
層
や
み
ぞ
を
な
く
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
文
学
教
育
が
、
た
ん
に
教
師
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
る
学
校
教
育
と
し
て
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
家
庭
や

友
だ
ち
ど
う
し
の
人
間
交
渉
と
し
て
も
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
読
者
に
と
っ
て
は
文
学
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
し
た

意
図
で
は
読
ま
れ
な
い
。
文
学
は
普
通
に
は
娯
楽
の
た
め
に
読
ま
れ
、

あ
る
お
も
し
ろ
さ
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
文
学
教
育
の
主
張
に
、
文
学
が
有
閑
階
級
的
な
遊
び
や
ア

ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
問
題
意
識
の
よ
び

お
こ
し
を
言
う
が
、
文
学
の
本
質
や
機
能
と
、
読
者
の
作
品
へ
の
姿

勢
を
混
同
し
て
論
じ
る
こ
と
が
、
文
学
教
育
を
混
乱
さ
せ
、
文
学
教

育
を
カ
サ
カ
サ
と
し
た
も
の
に
し
て
は
こ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
謙
虚
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
立
場

か
ら
、
わ
た
し
は
「
読
者
の
が
わ
に
立
つ
価
値
的
な
読
み
と
り
」
を
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文
学
教
育
に
主
張
す
る
。

文
学
作
品
は
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
瞬
間
に
作
家
か
ら

独
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
の
う
け
と
り
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、

作
家
や
作
品
の
創
作
意
図
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
作
品
の
形
象

で
あ
り
、
読
者
の
な
ま
の
感
動
で
あ
る
。
文
学
教
育
で
は
、
作
家
の

ね
ら
い
と
ち
が
っ
た
と
ろ
で
の
読
者
の
興
味
や
感
動
を
掘
り
下
げ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
『
小
僧
の
神
様
』
の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
作

品
の
感
動
の
中
心
は
当
然
志
賀
自
身
も
『
創
作
余
談
』
に
言
う
よ
う

に
、
「
屋
台
の
す
し
屋
に
小
僧
が
入
っ
て
来
て
一
度
持
っ
た
す
し
を

価
を
い
わ
れ
叉
置
い
て
出
て
行
く
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
し
て
こ

れ
は
、
作
品
上
で
も
、
四
銭
と
六
銭
の
差
に
よ
っ
て
ち
ゆ
う
ち
ょ
を

余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
小
僧
の
形
象
と
し
て
正
確
に
描
か
れ
、
そ
の
形

象
の
確
か
さ
に
お
い
て
感
動
を
よ
ぶ
。
小
田
切
秀
雄
（
「
日
本
の
近
代

文
学
」
）
、
岩
上
順
一
（
「
志
賀
直
哉
」
）
、
金
運
寿
（
岩
波
講
座
「
文
学

の
創
造
と
鑑
賞
」
）
に
つ
い
て
見
て
も
、
と
も
に
こ
の
形
象
の
的
確
さ

に
驚
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
動
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
精
細
に
検

討
す
る
ま
、
で
も
な
く
、
わ
れ
あ
れ
は
こ
の
三
人
の
感
動
の
時
点
が
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。
．
い
や
志
賀
に
と
っ
て
も
、
小
僧

仙
吉
の
形
象
は
、
批
評
家
そ
れ
ぞ
れ
の
激
賞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

作
品
の
モ
チ
ー
フ
は
十
分
に
追
求
さ
れ
な
い
で
、
追
求
せ
ら
る
べ
き
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仙
吉
の
形
象
は
、
貴
族
院
議
員
A
の
心
理
の
追
求
へ
と
屈
折
し
、
は

て
は
童
話
的
結
末
に
逃
避
し
ょ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
こ
う
見
て
く

る
と
、
こ
の
作
品
の
う
け
と
り
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
結
局
は
志

賀
の
モ
チ
ー
フ
で
も
な
け
れ
ば
、
批
評
家
の
感
動
で
も
な
く
、
作
品

の
形
象
に
結
ば
れ
る
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
感
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
作
品

を
う
け
と
め
る
も
の
は
読
者
自
身
の
生
活
で
あ
り
、
血
の
通
っ
た
読

者
自
身
の
体
で
あ
る
。
あ
え
て
言
う
な
ら
、
こ
こ
で
は
作
者
の
創
作

意
図
は
か
な
ら
ず
し
も
読
者
に
よ
っ
て
追
体
験
せ
ら
れ
る
必
要
は
な

い
。
か
っ
て
わ
た
し
は
、
こ
の
作
品
を
中
学
二
年
の
六
十
名
の
生
徒

と
と
も
に
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
作
品
の
興
味
と
感
動
に
つ
い
て

聞
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
期
の
少
年
少
女
た
ち
の
作
品
鑑
賞
が
、

一
般
に
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
傾
向
と
し
て
は
漫
画
的
、
現

象
的
な
う
け
と
り
の
面
を
強
く
示
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
こ
に
は

素
朴
な
が
ら
、
純
粋
な
感
動
が
あ
り
、
教
師
や
批
評
家
た
ち
の
感
覚

と
は
異
質
の
問
題
意
識
の
め
ば
え
が
発
見
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
言
っ
て
見
れ
ば
『
正
義
派
』
の
三
人
の
工
夫
の
よ
う
に
、

素
朴
に
悪
と
ず
る
さ
を
に
く
む
感
情
の
吐
露
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
く
る
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間

と
し
て
の
本
当
の
し
あ
わ
せ
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
ね
が
い
で
も

あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
、
現
実
の
生
活
の
中
で
は
、
生
活
や
生
存

競
争
の
は
げ
し
ぎ
に
か
く
さ
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
読
者
と
し

て
文
学
に
対
し
た
と
き
、
だ
れ
も
が
共
通
に
感
じ
あ
う
人
間
と
し
て

の
共
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
セ

彼
は
悲
し
い
時
、
苦
し
い
時
に
必
ず
「
あ
の
客
」
を
想
っ
た
。

そ
れ
は
想
ふ
だ
け
で
或
る
慰
め
に
な
っ
た
。
彼
は
何
時
か
は
叉

「
あ
の
客
」
が
恩
は
ぬ
恵
み
を
持
っ
て
自
分
の
前
へ
規
ほ
れ
て
来

る
事
を
信
じ
て
ゐ
た
。

と
い
う
こ
の
作
品
の
結
末
に
予
想
外
の
感
動
を
示
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
お
子
細
に
眺
め
る
な
ら
、

こ
の
問
題
は
さ
ら
に
明
確
な
か
た
ち
を
示
す
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と

え
ば
、
こ
の
作
品
の
書
き
出
し
の
、
秤
屋
の
店
さ
き
で
の
会
話
の
部

分
は
、
多
く
の
生
徒
が
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
反
応
し
て
い
る
個
所
で

あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
「
仙
吉
が
す
し
の
話
に
口
を
出
せ
な
い
か
ら
」

と
す
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
批
評
家
た
ち
か
ら
は
、

文
章
の
正
確
さ
と
観
察
の
確
か
さ
に
よ
っ
て
、
心
憎
い
ま
で
の
う
ま

さ
と
激
賞
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
分

析
的
傍
観
者
的
な
読
み
で
は
な
く
、
小
僧
仙
吉
の
が
わ
に
立
ち
、
そ

こ
に
価
値
判
断
の
基
準
を
設
定
す
る
生
徒
た
ち
の
評
価
の
仕
方
に
注

意
し
た
い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
生
徒
は
、
次
の
部
分
で
は
、
仙

吉
が
「
口
の
中
に
潜
っ
て
来
る
唾
を
、
音
の
し
な
い
よ
う
に
周
心
し

い
し
い
飲
み
込
ん
だ
」
　
の
と
こ
ろ
を
指
さ
し
て
　
「
お
も
し
ろ
い
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
漫
画
的
な
読
み
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
こ
の
生
徒
た
ち
の
現
象
的
な
読
み
と
り
に
失
望
し
、
作
品
へ
の
切

り
こ
み
の
浅
さ
だ
け
を
指
摘
し
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
読
者

文
学
教
育
の
横
想

の
さ
き
の
素
朴
な
感
動
を
も
う
一
度
見
ざ
わ
め
た
い
。
問
題
は
、
作

品
読
み
と
り
の
瞬
間
に
、
ふ
と
何
気
な
く
心
を
よ
ぎ
る
感
動
で
あ
る
。

そ
れ
は
素
朴
で
は
あ
っ
て
も
血
が
通
っ
て
い
る
。
い
か
に
形
象
の
掘

り
下
げ
が
正
確
に
行
わ
れ
よ
う
と
も
そ
れ
が
傍
観
者
的
で
あ
る
か
ぎ

り
、
そ
こ
か
ら
は
本
当
の
問
題
意
識
は
よ
び
お
こ
さ
れ
な
い
。
ど
ん

な
に
断
片
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
問
題
意
識
の
め
ば
え
は
こ
の
素
朴

な
感
動
に
あ
る
。

こ
ん
に
ち
の
社
会
は
決
し
て
望
ま
し
い
社
会
で
は
な
く
、
か
ぎ
り

な
い
当
惑
と
矛
盾
に
充
満
し
て
い
る
。
仙
吉
に
同
情
し
、
そ
こ
に
何

気
な
く
い
た
か
れ
た
問
題
意
識
も
や
が
て
は
そ
こ
に
連
な
る
。
だ
が
、

教
師
た
ち
は
こ
こ
で
そ
う
し
た
読
者
以
外
の
場
へ
、
性
急
に
問
題
を

普
遍
化
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
も
う
一
度
作
品
に
か
え
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
よ
ぎ
っ
た
感
動
は
、
ま
だ
刹
那
的

で
あ
り
、
形
象
と
し
て
も
十
分
に
読
者
の
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

作
品
に
か
え
る
こ
と
は
不
確
か
な
直
観
的
感
動
を
作
品
と
の
結
び
つ

き
に
お
い
て
深
め
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
感
動
の

浅
さ
に
気
づ
き
、
誤
り
を
訂
正
し
、
形
象
の
多
様
性
に
も
目
を
ひ
ら

く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
生
活

に
ひ
き
も
ど
し
、
自
己
の
矛
盾
を
見
ざ
わ
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
作

品
を
生
活
に
結
び
つ
け
、
感
動
を
血
の
通
っ
た
も
の
に
す
る
と
は
、

結
局
は
自
己
を
深
め
自
己
内
部
で
の
人
間
変
革
を
見
ざ
わ
め
る
こ
と

に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
切
実
な
問
題
意
識
が
生
ま
れ
る
。

三
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一
文
学
教
育
に
問
題
意
識
を
言
う
こ
と
は
、
こ
ん
に
ら
で
は
も
は
や

定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
意
識
と
は
、
′
決
し
て
教
師
に

ょ
っ
て
公
式
的
に
お
し
つ
け
ら
れ
、
教
師
に
よ
っ
て
意
図
せ
ら
れ
た

問
題
意
識
の
証
明
に
、
安
易
に
文
学
作
品
が
利
周
せ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
ん
な
る
文
学
研
究
的
方
法
や
教
養

主
義
や
追
体
験
主
義
に
よ
る
読
み
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
問
題
を
た
だ
ち
に
政
治
や
社
会
変
革
に

結
び
つ
け
る
こ
と
も
ま
た
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
文
学
教
育
で
た
い
せ

つ
な
こ
と
は
、
じ
か
に
文
学
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
見

せ
ら
れ
た
問
題
を
ぎ
り
ぎ
り
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
自
己
の
問
題

と
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
育
て
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
を
安
易
に
政
治
や
社
会
の
問
題
と
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
は
、

批
評
家
の
批
評
の
無
批
判
な
う
け
と
り
同
様
に
、
結
局
は
考
え
る
こ

と
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
、
や
が
て
は
青
少
年
た

ち
か
ら
文
学
へ
の
関
心
を
根
こ
そ
ぎ
刈
り
と
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で

な
く
、
考
え
る
努
力
さ
え
も
奪
い
と
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
『
小

僧
の
神
様
』
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
あ
の
屋
台
ず
し
屋
の
場
面
に
、

「
す
し
屋
の
主
人
は
、
は
ら
が
た
つ
人
だ
と
思
っ
た
。
一
つ
ぐ
ら
い

あ
げ
た
ら
よ
い
。
」
　
と
本
気
に
な
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
や
が
て

は
、
俺
な
ら
ど
う
す
る
と
い
う
実
践
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
。
漫
画

的
な
読
み
か
ら
の
克
服
も
、
実
は
こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
感
動
の
掘
り

崩
し
と
、
感
動
を
育
て
る
こ
と
の
く
り
か
え
し
に
お
い
て
次
第
に
達

三
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
学
教
育
で
は
ま
た
共
同
討
議
が
中
心
に
な
る
。
未
解
決
の
問
題

の
中
で
、
教
師
と
生
徒
、
父
兄
と
生
徒
、
生
徒
と
生
徒
が
、
と
も
に

話
し
あ
い
考
え
あ
う
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
作
品

享
受
は
、
あ
る
い
は
傾
向
と
し
て
は
現
象
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ま
た
一
面
に
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
教
師
や
批

評
家
の
と
は
ち
が
っ
た
問
題
意
識
を
持
つ
。
発
達
段
階
に
応
じ
た
問

題
意
識
を
発
見
し
、
予
想
し
な
か
っ
た
意
外
な
発
言
の
中
に
あ
る
問

題
意
識
の
ち
が
い
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
共
同
討
議
の
中
で
、

討
た
が
い
が
問
題
意
識
を
掘
り
下
げ
、
作
品
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
に

ょ
っ
て
、
文
学
教
育
は
地
に
つ
い
た
も
の
と
な
る
。
問
題
意
識
に
対

す
る
教
師
の
指
導
も
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
に
つ
い
た
も

の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
。

戦
後
の
国
語
教
育
の
主
張
は
、
言
語
技
術
の
教
育
を
中
心
と
す
る

方
法
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
ん
に
ち
の
国
語
科
を
め
ぐ
る
論
議

も
、
多
く
は
こ
の
方
法
に
対
す
る
批
判
に
集
中
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ

い
き
ん
の
　
「
文
学
教
育
」
　
に
対
す
る
発
言
も
こ
の
点
に
あ
る
が
、
わ

た
し
た
ち
は
、
こ
れ
を
た
ん
に
時
流
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
、

わ
た
し
た
ち
自
身
の
問
題
と
し
て
も
、
謙
虚
に
考
え
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
読
者
の
な
い
と
こ
ろ
に
す
ぐ
れ
た
文
学
は
な

く
、
す
ぐ
れ
た
読
者
を
つ
く
る
こ
と
が
「
文
学
教
育
」
　
の
目
的
な
の

だ
か
ら
。

山
本
有
三
　
「
女
人
哀
詞
」
　
の
一
考
察

田

辺

賑
温
聴

匡

一
、

山
本
有
三
の
　
「
女
人
哀
詞
」
　
（
昭
和
五
年
）
　
は
、
氏
の
処
女
戯
曲

「
穴
」
　
（
明
治
四
十
四
年
）
　
か
ら
か
ぞ
え
て
ら
ょ
う
ど
第
二
十
番
目

の
戯
曲
で
あ
る
。
こ
れ
を
木
下
順
二
氏
は
、
「
作
者
の
戯
曲
活
動
の

一
つ
の
段
落
を
示
す
。
」
（
錯
琵
簸
一
も
の
だ
と
云
っ
て
い
る
が
、

確
か
に
こ
の
こ
と
は
ず
っ
と
あ
と
の
「
米
・
百
俵
」
（
昭
和
十
八
年
）

一
簾
を
別
に
す
れ
ば
、
大
正
七
年
の
「
津
村
教
授
」
以
後
、
有
三
は

一
年
も
戯
曲
の
執
筆
を
休
ま
ず
に
昭
和
二
年
の
　
「
西
郷
と
大
久
保
」

ま
で
来
て
、
同
四
年
の
「
盲
目
の
弟
」
を
経
て
そ
の
次
に
書
い
た
こ

の
「
女
人
哀
詞
」
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
氏
の
最
後
の
戯
曲
と
な

っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
合
わ
し
て
み
て
も
、
一
応
う
な
ず
け
る
こ
と

の
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
更
に
つ
づ
け
て
木
下
氏
は
、
∃
女
人
哀
詞
』
と
い
う
作
品

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
何
の
解
説
も
い
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
戯
曲
が
な
に
ゆ
え
書
か
れ
ま
た
な
に
を
訴
え
よ
う
と
し
て

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

い
る
か
は
、
戯
曲
自
身
が
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
点
こ
れ

は
、
ま
れ
に
見
る
ほ
ど
明
確
な
、
い
い
か
え
れ
ば
正
確
な
戯
曲
で
あ

る
。
」
と
、
こ
の
作
品
を
批
評
し
て
い
る
。
私
も
亦
、
こ
の
木
下
氏
の

説
に
は
大
い
に
賛
同
の
憲
を
憎
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ば
そ
の
有
三
の
作
品
に
於
け
る
「
正
確
さ
」
な
る
も
の
は
、
一
体
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
こ
の
「
女
人
哀
詞
」

に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
も
そ
の
　
「
あ
と
が
き
」
　
の
中
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
当
時
お
吉
に
関
す
る
作
品
で
は
、
既
に
十
一
谷
義
三
郎

の
も
の
や
、
そ
の
他
に
も
ま
だ
二
、
三
の
作
家
の
手
に
な
る
作
品
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
公
に
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
を
か
つ
、
氏

が
興
味
を
感
じ
、
書
か
ね
は
な
ら
ぬ
と
い
う
気
に
な
っ
た
を
の
原
因

－
　
と
い
う
か
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
　
ー
　
な
ど
を
究
明
し
た
い
と
思

（謹二）
スノ。

ま
た
、
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
種
の
文
学
的
な
面
か
ら
見

た
お
吉
に
関
す
る
研
究
は
、
非
常
に
少
く
、
た
だ
窪
川
稲
子
氏
が
、
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