
宇都宮大学教育学部紀要
第61号　第1部　別刷
平成23年（2011）3月

Sawayanagi Masataroh's study theory (II) 
– Through the study method –

WATANABE Hiroshi

澤柳政太郎の学修論（その二）
―『学修法』を通して―

渡　邊　　　弘



宇都宮大学教育学部紀要
第61号　第1部　別刷
平成23年（2011）3月

Sawayanagi Masataroh's study theory (II) 
– Through the study method –

WATANABE Hiroshi

澤柳政太郎の学修論（その二）
―『学修法』を通して―

渡　邊　　　弘



本
論
文
の
目
的
は
、
澤
柳
政
太
郎
（
一
八
六
五
〜
一
九
二
七
、
慶
応
一
〜
昭
和
二
）

が
著
し
た
『
学
修
法
』
を
通
し
て
、
氏
の
学
修
論
の
内
容
と
特
徴
を
分
析
し
、
そ
こ

に
今
日
的
意
義
を
読
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。

前
回
の
（
そ
の
一
）
で
は
、
澤
柳
の
経
歴
お
よ
び
第
一
章
諸
論
と
第
二
章
総
則
を

中
心
に
、
学
修
の
意
味
や
目
的
、
更
に
は
そ
こ
に
見
ら
れ
る
氏
の
人
間
観
・
形
成
観

の
教
育
思
想
の
特
徴
つ
い
て
考
察
し
た
。
今
回
の
（
そ
の
二
）
で
は
、
残
り
の
第
三

章
知
識
の
修
得
、
第
四
章
徳
性
の
修
養
、
第
五
章
身
体
の
発
育
、
第
六
章
専
門
科
目

及
び
職
業
の
選
択
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
。
各
章
の
題
名
で
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
氏
は
特
に
知
徳
体
に
分
け
て
学
修
法
を
論
じ
て
お
り
、
い
わ
ば
第
二
章
ま
で

の
総
論
に
対
す
る
各
論
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
各
章
ご
と
に
内
容
を
考
察
し
て
い

き
た
い
。

１　
「
第
三
章　

知
識
の
修
得
」
を
読
む

本
章
は
、
全
体
が
第
十
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
特
に
学
生
が
学
修
す
る
場
合
、

い
か
に
知
識
を
修
得
し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭
で
、
学

修
法
は
理
論
以
上
に
実
行
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。
な
お
、
文
中
の
「
前
章
に
述
べ
た
所
の
こ
と
」
と
は
、
学
生
の
自
発
的
奮
励

を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
前
章
に
於
て
学
修
の
総
則
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
知
識
の

修
得
の
上
に
も
徳
性
の
涵
養
の
上
に
も
と
も
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
学
修
法
は
理
論
を
主
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実4

行4

を
主
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
さ
れ
ば
知
識
の
修
得
の
た
め
に
は
前
章
に
述
べ

た
所
の
こ
と
を
も
な
る
べ
く
厳
格
に
実
行

4

4

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（

1
）（
傍
点

引
用
者
）

（
１
）
授
業
と
学
修

澤
柳
は
、
ま
ず
「
授
業
」
と
い
う
言
葉
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。

「
授
業
と
い
ふ
の
は
教
師
の
側
よ
り
言
ふ
の
で
あ
る
。
生
徒
の
側
よ
り
言
へ
ば
受

業
と
い
う
の
で
あ
る
。
受
業
と
い
ふ
も
の
も
他
動
的
に
聞
こ
え
る
。
自
動
的
の

意
味
で
言
は
う
と
す
れ
ば
、
學
修
と
言
ふ
外
は
な
い
、
こ
ゝ
に
は
學
修
を
專
ら

知
識
の
修
得
上
の
動
き
と
し
て
解
す
る
。（
中
略
）
授
業
は
必
ず
學
修
即
ち
自

発
的
奮
励
と
相
俟
た
な
け
れ
ば
其
効
果
が
な
い
と
信
ず
る
。
た
と
え
、
教
師
の

業
を
受
く
る
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
自
ら
修
め
、
獨
り
で
學
ぶ
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
即
ち
學
修
は
授
業
を
離
れ
て
も
出
来
る
。
然
る
に
授
業
の
み
あ
つ
て
學

修
が
伴
な
は
な
か
っ
た
と
き
は
、
授
業
の
効
果
が
な
い
の
で
あ
る
。」（

2
）

澤
柳
政
太
郎
の
学
修
論
（
そ
の
二
）

    

―
『
学
修
法
』
を
通
し
て
―

渡
邊　

弘
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す
な
わ
ち
澤
柳
は
、
授
業
と
い
う
言
葉
は
教
師
の
側
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
学
生

（
生
徒
）
か
ら
す
れ
ば
「
受
業
」
と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
他
動
的
で
あ
っ
て
、
本

来
授
業
と
は
、
あ
く
ま
で
学
修
者
自
身
の
自
発
的
奮
励
の
精
神
が
活
発
に
働
い
て
は

じ
め
て
成
立
し
、
そ
れ
に
よ
り
効
果
も
上
が
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
受
動
的
な
態
度
で
教
室
に
臨
む
の
は
、
学
修
の
ス
タ
ー
ト
を
す
で
に

誤
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
理
想
的
な
授
業
の
あ
り
方
と
し
て
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
授
業
と
言
ひ
、
學
修
と
言
ひ
、
と
も
に
敎
師
と
學
生
と
の
二
者
が
知
識
の
増
進

の
た
め
に
、
智
力
の
練
習
の
た
め
に
、
大
き
く
言
へ
ば
真
理
の
研
究
の
た
め
に
、

一
所
に
精
神
を
動
か
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
敎
師
の
み
働
い
て
學
生
が
働
か

な
く
て
も
行
か
ず
、學
生
の
働
い
て
教
師
が
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
て
も
行
か
な
い
。

理
想
的
の
こ
と
を
言
え
ば
両
者
の
気
合
い
が
一
致
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（
中

略
）
授
業
は
教
師
と
生
徒
と
と
も
に
同
時
に
、
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
と
解
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（

3
）（
傍
点
引
用
者
）

「
両
者
の
気
合
い
が
一
致
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
学
校
の
社
会
的
機
能
に
お

け
る
「
教
育
的
機
能
」、
す
な
わ
ち
、
学
び
た
い
と
い
う
人
間
と
そ
れ
を
指
導
・
援

助
し
よ
う
と
す
る
人
間
が
活
発
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
知
識
獲
得
の
条
件

次
に
氏
は
、
知
識
を
獲
得
す
る
場
合
の
主
な
条
件
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
普
段
学
校
で
学
ん
で
い
る
知
識
と
い
う
も
の
は
明
瞭
正
確
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
今
日
得
る
所
の
知
識
は
「
将
来
の
進
歩
の
基
礎
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
澤
柳
は
主
張
し
て
い
る
。
で
は
、
明
瞭
正
確
な
知
識
を
得

よ
う
と
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
、
次
の

よ
う
に
的
確
に
説
明
し
て
い
る
。

「
こ
の
明
瞭
の
知
識
を
得
ん
と
す
る
に
は
教
師
の
講
義
を
十
分
注
意
し
て
聴
く
こ

と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
聴
い
て
も
苟
も
了
解
し
難
き
處
、
或
は
明
瞭
正
確

な
ら
ざ
る
所
は
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
質
問
す
る

4

4

4

4

こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

又
単
に
教
師
を
便（

マ
マ
）る

ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
思
考
し
或
は
復
習
を
す
る
こ
と
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
盡
し
て
修
得
し
た
る
知
識

は
、
こ
れ
を
明
瞭
に
し
正
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（

4
）（
傍
点
引
用
者
）

特
に
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
は
、〈
質
問
す
る
〉と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
、

す
で
に
明
治
中
期
以
来
、
教
育
勅
語
に
掲
示
さ
れ
た
忠
良
の
臣
民
と
い
う
理
想
像
の

実
現
に
向
か
っ
て
、
特
定
の
知
識
や
技
術
や
振
舞
い
方
な
ど
が
国
家
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
、
そ
れ
自
体
学
修
者
に
と
っ
て
疑
う
べ
き
内
容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う

し
た
状
況
の
中
で
、
学
修
者
が
教
師
に
質
問
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
タ
ブ
ー
視
さ

れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
澤
柳
は
、
こ
の
明
治
末
期
の
一
層
学
校
教
育
が
閉

塞
的
状
況
と
化
し
て
い
っ
た
中
で
、
あ
え
て
〈
質
問
す
る
〉
こ
と
に
の
重
要
さ
を
強

調
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

さ
ら
に
氏
は
、「
一
知
半
解
の
知
識
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
批
判

し
て
い
る
。

「
若
し
普
通
一
般
の
こ
と
を
正
確
に
知
ら
ず
し
て
、
一
足
飛
び
に
高
尚
な
る
こ
と

と
深
遠
な
る
こ
と
を
知
ら
う
と
す
る
の
は
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
し
高
尚

深
遠
の
こ
と
を
聞
い
て
も
決
し
て
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は

2



な
い
。
極
め
て
漠
然
た
る
、
所
謂
一
知
半
解
の
知
識
を
得
る
に
止
ま
る
も
の
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

あ
る

4

4

。
然
る
に
此
弊
は
中
学
校
と
は
言
は
ず
、
高
等
女
学
校
と
言
は
ず
、
上
は

大
学
に
至
る
ま
で
浸
蝕
し
て
居
る
。
學
生
た
る
も
の
大
に
猛
省
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（

5
）（
傍
点
引
用
者
）

つ
ま
り
、
中
途
半
端
に
広
く
聞
き
か
じ
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
の
知
識
を
理
解
し
た

か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
氏
は
、「
知

識
が
能
く
成
熟
し
た
も
の
な
ら
ん
こ
と
を
望
む
。」（

6
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

現
代
の
学
校
教
育
に
お
け
る
知
識
の
修
得
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
問
題
と
も
共
通
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
系
統
的
な
知
識

そ
の
上
で
、
澤
柳
は
、
知
識
の
修
得
に
関
し
て
、
第
三
に
知
識
の
関
連
性
を
顧
み

る
こ
と
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
知
識
は
こ
こ
に
明
瞭
正
確
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
其
間
に
傾
倒
連
携
の
あ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）然
る
に
、今
日
實
際
を
見
る
に
學
生
は
個
々

の
知
識
を
成
る
べ
く
多
く
記
憶
せ
ん
と
欲
し
て
、
そ
の
間
の
聯
絡
関
係
の
如
き

は
顧
み
な
い
も
の
が
あ
る
。
試
験
の
問
題
に
出
さ
う
な
も
の
を
撰
ん
で
個
々

別
々
に
記
憶
せ
ん
と
努
む
る
が
如
き
者
も
少
な
く
な
い
。」（

7
）

こ
の
点
も
、
あ
る
意
味
現
代
に
も
大
い
に
通
じ
る
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
学
修
は

あ
く
ま
で
主
体
的
に
問
い
な
が
ら
の
連
続
的
行
為
で
あ
り
、
広
が
り
や
高
ま
り
、
あ

る
い
は
深
ま
り
と
い
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、暗
記
す
る
（
覚
え
る
）

と
い
う
行
為
は
可
逆
的
・
非
連
続
的
行
為
で
あ
り
、
特
に
広
が
り
な
ど
を
伴
う
も
の

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、前
者
の
場
合
に
は
知
識
の
つ
な
が
り
（
関
連
性
）
を
伴
う
が
、

後
者
の
場
合
は
と
く
に
知
識
の
つ
な
が
り
（
関
連
性
）
は
基
本
的
に
見
ら
れ
な
い
。

澤
柳
は
、
学
生
は
教
師
が
教
え
る
内
容
（
氏
は
「
献
立
」
と
表
現
し
て
い
る
）
に

満
足
し
な
い
で
、
自
ら
主
体
的
に
知
識
相
互
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
連
性
・
系
統
性

が
あ
る
の
か
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
４
）
試
験
に
つ
い
て

さ
ら
に
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
「
試
験
」
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
氏
は
、
ま
ず
試

験
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
続
い
て
当
時
学
生
及
び
教
師
の
試
験
に
対
す
る

姿
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
試
験
は
単
に
学
生
の
学
力
を
判
定
す
る
為
に
行
ふ
方
法
で
あ
る
か
、
或
は
そ
の

勉
強
を
鼓
舞
す
る
為
に
行
ふ
方
法
で
あ
る
か
。
實
際
に
於
て
は
教
師
の
側
に
於

て
も
試
験
を
以
て
学
生
を
脅
喝
し
、
学
生
の
放
免
を
防
ぐ
最
も
有
効
の
方
法
の

如
く
に
見
做
し
て
居
る
者
が
あ
る
。
学
生
は
単
に
試
験
に
及
第
す
る
を
以
て
目

的
と
な
し
居
る
が
如
き
有
様
で
あ
る
。」（

8
）

以
上
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
試
験
と
は
単
に
学
力
を
判
定
す
る
た
め
の
方
法
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
学
生
の
自
発
的
奮
励
を
鼓
舞
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
確
か
に
試
験
は
学
修
の
進
歩
の
程
度
を
知
る
方
法
で
あ
る
の
で
、
教
師
に

と
っ
て
も
、
学
修
者
に
と
っ
て
も
、
次
の
こ
と
を
心
得
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

「
即
ち
教
育
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
試
験
の
結
果
を
考
へ
学
生
は
果
し
て
豫
期
の

進
歩
を
な
し
て
い
る
か
否
か
を
考
へ
、
授
業
の
進
行
上
に
於
て
大
に
斟
酌
し
工

夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
教
師
の
側
に
於
て
試
験
の
結
果
を
以
て

3



単
に
生
徒
を
警
戒
す
る
處
の
方
便
と
見
做
し
、
そ
の
結
果
に
就
て
考
慮
を
要
す

る
者
は
少
な
い
。
非
常
に
不
成
績
の
あ
る
の
を
見
て
も
そ
の
責
任
は
全
く
学
生

に
あ
っ
て
、
教
師
は
與
り
知
ら
な
い
と
云
ふ
や
う
な
考
え
を
な
し
て
授
業
上
に

何
等
の
斟
酌
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
は
試
験
を
な
す
第
一
の
目
的
を
忘
れ
た
も
の

で
あ
る
。
又
学
生
た
る
者
は
試
験
の
成
績
を
見
て
、
更
に
考
慮
を
為
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
成
績
の
不
十
分
な
る
を
見
た
と
き
に
は
、或
は
大
に
勉
強
し
、

或
は
そ
の
勉
強
の
方
法
を
誤
る
に
あ
ら
ざ
る
か
を
考
へ
て
、
将
来
の
学
修
の
分

量
若
し
く
は
方
法
に
就
い
て
顧
み
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
成
績
に

し
て
佳
良
な
る
時
は
、
一
時
快
哉
を
呼
ぶ
に
止
ま
り
、
不
良
な
る
時
は
失
望
し
、

或
は
試
験
問
題
の
む
づ
か
し
い
こ
と
を
か
こ
ち
、
或
い
は
教
師
の
冷
酷
を
恨
む

が
如
き
何
等
、
学
修
上
に
顧
み
る
所
の
な
い
も
の
が
あ
る
、
思
は
ざ
る
こ
と
の

甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
。」（

9
）

以
上
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
教
師
と
学
生
（
生
徒
）
の
両
者
に
対
し
て
試
験
に
対
す

る
心
得
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
教
師
は
、
単
に
試
験
の
結
果
を
考
慮
し
て
学
生
（
生

徒
）
が
進
歩
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
く
み
取
り
、
自
身
の
授
業
方
法
を
工
夫
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
成
績
が
悪
い
学
生
が
い
る
場
合
、
そ
の
責
任
を
学
生
の

み
の
問
題
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方

学
生
（
生
徒
）
は
、
試
験
の
成
績
を
見
て
、
今
後
「
学
修
の
分
量
若
し
く
は
方
法
に

就
て
顧
み
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
10
）
と
、
学
生
自
身
の
反
省
的
姿
勢

の
重
要
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
普
段
勉
強
し
な
い
で
試
験
直
前
に
な
っ
て
多
く
や
る
こ
と
は
学
修

方
法
と
し
て
最
も
非
難
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
山
を
張
っ
た
勉
強
、
つ
ま
り
〈
僥
倖

心
〉
に
よ
る
勉
強
は
、
効
果
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
学
修
の
目
的
を
逸
脱
し
て
い
る

と
、
氏
は
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
試
験
の
際
に
お
け
る
不
正
行
為
（
カ
ン
ニ
ン
グ
）
に
つ
い
て

も
、
学
修
上
学
生
に
と
っ
て
最
大
の
罪
悪
で
あ
り
、
最
大
の
恥
辱
で
あ
り
、
知
識
の

修
得
上
最
大
の
敵
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
余
は
学
生
自
身
の
良
心
と
本
分
と
に
直
接
に
訴
へ
、
何
の
た
め
に
学
修
を
な
し

つ
つ
あ
る
か
を
體
認
し
て
、
他
の
監
督
救
済
の
方
法
を
須
た
ず
学
生
自
身
に
斯

の
如
き
悪
風
を
一
掃
せ
む
こ
と
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
学
生
間
に
於
て
不

正
行
為
を
容
認
す
る
は
決
し
て
学
友
相
交
は
る
道
で
は
な
い
。
不
正
行
為
を
容

認
す
る
は
却
て
、
そ
の
者
を
誤
る
所
以
で
あ
る
。
之
を
厳
重
に
忠
告
し
、
之
に

向
つ
て
学
生
間
の
制
裁
を
加
え
る
は
決
し
て
不
相
當
の
こ
と
で
は
な
い
の
み
な

ら
ず
、
不
正
行
為
を
な
す
学
生
其
者
の
為
で
あ
る
。
試
験
の
際
に
学
校
に
於
て

厳
重
な
る
監
督
の
方
法
を
講
ず
る
と
言
う
が
如
き
は
實
は
学
生
に
対
す
る
一
種

の
侮
辱
で
あ
る
。」（
11
）

（
５
）
智
力
の
発
達

澤
柳
は
、知
識
の
修
得
の
章
の
最
後
に
、｢

智
力
の
作
用｣

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

氏
は
、
智
力
の
作
用
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
発

達
さ
せ
る
こ
と
が
学
修
上
重
要
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に

事
物
又
は
思
想
の
概
念
を
作
る
の
に
重
要
な
働
き
と
し
て
の
「
記
憶
」
で
あ
り
、
第

二
に
概
念
と
概
念
と
の
関
係
を
知
る
た
め
の
働
き
と
し
て
の
「
判
断
」
で
あ
り
、
第

三
に
そ
の
判
断
と
判
断
と
の
関
係
を
知
る
働
き
と
し
て
の
「
推
理
」
で
あ
る
。
氏
は
、

「
教
育
の
目
的
、
即
ち
学
修
の
目
的
は
是
等
の
智
力
の
働
き
を
発
達
せ
し
む
る
に
あ

る
。」（
12
）
と
し
て
、
単
に
知
識
を
獲
得
す
る
だ
け
を
学
修
の
目
的
と
考
え
、
精
神

の
能
力
を
練
磨
す
る
を
以
て
そ
の
目
的
と
考
え
な
い
者
が
お
り
、
記
憶
に
の
み
訴
え

て
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
学
生
の
最
大
の
目
的
と
と
ら
え
て
い
る
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と
い
っ
た
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
、
澤
柳
は
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
氏
は
、
最
後
に
試
験
の
限
界
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

「
試
験
の
結
果
に
よ
り
て
、
知
識
の
多
少
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
記
憶
、
判

断
、
推
理
等
の
能
力
が
果
た
し
て
十
分
の
発
育
を
為
し
て
居
る
か
を
知
る
は
、

自
己
の
心
内
を
自
ら
観
察
す
る
に
依
る
外
は
な
い
。
か
く
て
、
精
神
能
力
の
発

達
如
何
を
知
る
こ
と
は
必
ず
し
も
出
来
難
き
こ
と
で
は
な
い
。
固
よ
り
知
識
の

分
量
を
知
る
こ
と
が
如
き
、
容
易
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
出
来
難
き
こ

と
で
は
な
い
。
学
生
た
る
者
は
よ
く
こ
の
點
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」（
13
）

つ
ま
り
、
試
験
に
よ
っ
て
修
得
し
た
知
識
の
多
少
の
分
量
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
憶
、
判
断
、
推
理
等
の
総
合
的
な
能
力
が
発
展
し

て
い
る
か
は
そ
れ
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
分
か
ら
な
い
。
澤
柳
は
、
そ
の
た
め
に
「
自

己
の
心
内
を
自
ら
観
察
す
る
に
依
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

２　
「
第
四
章 

徳
性
の
修
養
」
を
読
む

本
章
は
、
全
体
が
第
八
節
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
澤
柳
は
、
本
章
の
冒
頭
で
学
修

上
に
お
け
る
徳
性
の
修
養
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
し
て
い
る
。

「
知
識
の
修
得
も
十
分
に
そ
の
効
を
挙
げ
る
た
め
に
は
自
発
的
奮
励
に
依
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
徳
性
の
修
養
は
一
層
自
己
の
力
、
自
己
の
修
養
に
待
つ
も
の

で
あ
る
。
西
洋
学
者
の
書
い
た
勉
強
法
は
大
部
分
学
問
上
の
こ
と
が
多
く
、
品

性
上
の
こ
と
は
、
十
中
一
二
に
過
ぎ
な
い
が
、
予
は
寧
ろ
徳
性
の
修
養
に
関
し

て
は
知
識
の
修
得
よ
り
も
一
層
詳
細
に
述
べ
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
要
は
学
生

自
家
の
奮
発
に
由
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
工
夫
に
委
す
る
も
の
が
多

い
。」（
14
）

こ
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
知
識
の
修
得
以
上
に
徳
性
の
修
養
の
重
要
さ
を
訴
え
て
い

る
。
た
だ
し
、
最
後
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
徳
性
の
修
養
に
つ
い
て
は
学
修
者

自
身
の
力
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。

な
お
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
、
身
を
修
め
る
た
め
の
主
体
的
な
「
学
び
」
が
衰
微

し
て
い
く
状
況
を
憂
え
る
人
々
が
多
数
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。特
に
そ
れ
は
、

「
修
養
」
思
想
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
清
沢

満
之
、
西
田
天
香
、
新
渡
戸
稲
造
、
野
間
清
治
、
澤
柳
政
太
郎
な
ど
で
あ
る
。
特
に

明
治
末
期
に
な
る
と
新
渡
戸
稲
造
の
『
修
養
』（
明
治
四
四
年
）
な
ど
を
は
じ
め
、

修
養
思
想
が
よ
り
一
層
広
く
唱
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
修
養
論

は
、
個
別
的
に
見
れ
ば
活
動
的
に
も
思
想
的
に
も
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
自

律
的
に
学
ぶ
人
間
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
考
え
方
と
い
う
点
で
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）
青
年
の
特
質

ま
ず
澤
柳
は
、徳
性
の
修
養
に
関
し
て
、「
青
年
が
修
養
を
為
さ
ん
と
す
る
に
つ
き
、

先
ず
第
一
に
そ
の
特
質
殊
に
そ
の
美
質
を
明
に
す
る
事
は
必
要
で
あ
る
。」（
15
）
と

述
べ
て
い
る
。〈
美
質
〉
と
は
、文
字
通
り
美
し
い
性
質
で
あ
り
、言
い
換
え
れ
ば
〈
人

間
ら
し
さ
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
氏
は
、
学
修
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ

う
な
〈
美
質
〉
が
青
年
に
と
っ
て
必
要
だ
と
論
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に

は
次
の
六
点
を
挙
げ
て
い
る
。

① 

無
邪
気
で
あ
る
こ
と

② 

元
気
活
気
に
富
ん
で
い
る
こ
と
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③ 

従
順
で
あ
る
こ
と

④ 
言
語
挙
動
に
裏
表
な
き
こ
と

⑤ 
真
面
目
で
あ
る
こ
と

⑥ 

正
直
で
あ
る
こ
と

ま
ず
、〈
無
邪
気
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、こ
れ
に
関
す
る
澤
柳
の
論
は
興
味
深
い
。

「
青
年
は
飽
ま
で
も
無
邪
気
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
換
へ
れ
ば
子
供
ら
し
く
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
概
し
て
日
本
の
青
年
は
早
く
老
成
す
る
傾
が
あ
り
は
し
な
い

か
。
或
は
日
本
人
は
早
熟
早
老
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
言
ふ
。
こ
の
説
は
十
分

論
拠
の
確
実
な
る
も
の
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
幾
分
の
真
理
を
含
ん
で
居
る

も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
十
七
八
歳
の
青
年
の
如
き
、
西
洋
の
学
校
生
徒
に
於

て
は
極
め
て
子
供
ら
し
き
も
の
で
あ
る
。
我
国
の
青
年
は
此
時
期
に
於
て
は
恥

羞
の
感
が
早
く
発
達
し
て
子
供
ら
し
き
美
質

4

4

4

4

4

4

4

を
失
ふ
や
う
で
あ
る
。
学
修
時
代

に
は
な
る
べ
く
無
邪
気
で
子
供
ら
し
く
あ
り
た
い
。
大
器
晩
成
と
い
ふ
こ
と
が

あ
る
が
、
早
く
老
成
す
る
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
且
無
邪
気
と
い
ふ
こ

4

4

4

4

4

4

4

と
は
唯
青
年
の
時
ば
か
り
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
成
る
べ
く
後
年
に
至
る
ま
で
保
存
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

。」（
16
）（
傍
点
引
用
者
）

氏
は
、〈
無
邪
気
さ
〉
を
〈
子
供
ら
し
き
美
質
〉
と
し
て
、
単
に
青
年
の
時
代
だ

け
で
は
な
く
、
成
る
べ
く
後
年
に
至
る
ま
で
保
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
因
み
に
、無
邪
気
さ
は
英
語
の
〈innocence

〉

に
あ
た
る
。
一
般
に
人
間
は
、
年
を
経
る
ご
と
に
こ
の
〈innocence

〉
が
失
わ
れ

傾
向
に
あ
る
。
た
だ
例
外
的
に
晩
年
に
な
っ
て
も
、
こ
の
〈innocence

〉
の
意
識

が
失
わ
れ
な
い
人
間
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
俳
人
一
茶
は
晩
年
「
名
月
を
と
っ
て
く

れ
ろ
と
泣
く
子
哉
」
や
「
幼
子
や
眼
を
皿
に
し
て
梅
の
花
」
な
ど
子
ど
も
の
句
を
数

多
く
詠
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
、
イ
ノ
セ
ン
ト
な
心
を
も
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
無
邪
気
さ
と
は
、
童
心
で
あ
り
、
憧
れ
で
あ
り
、
驚
き
で

あ
る
。
人
間
が
学
び
つ
づ
け
る
上
で
の
最
も
重
要
な
原
動
力
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ

い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
は
よ
く
学
び
つ
づ
け
て

い
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
興
味
関
心
を
も
ち
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
澤
柳
の
こ
の
〈
無
邪
気
さ
〉
を
青
年
の
特
質

の
筆
頭
に
掲
げ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

〈
元
気
活
気
〉
に
つ
い
て
は
、
特
に
言
語
挙
動
な
ど
が
活
発
で
あ
る
こ
と
は
決
し

て
「
粗
暴
と
同
一
視
す
べ
き
事
柄
で
な
い
」（
17
）
と
述
べ
て
お
り
、
粗
暴
は
思
慮
が

乏
し
い
所
か
ら
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
ま
ま
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。

〈
従
順
〉
に
つ
い
て
は
、
素
直
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
人
か
ら
学
ぶ
人
間

の
立
場
と
し
て
、
当
然
の
美
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、〈
言
語
挙
動

に
裏
表
が
な
い
〉
こ
と
に
つ
い
て
は
、
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
次
に
青
年
は
言
語
挙
動
に
裏
表
な
き
こ
と
を
期
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。こ
れ
は
、

大
人
に
於
て
も
尚
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
青
年
に
於
て
は
殊
に
正
直

に
し
て
裏
表
な
き
こ
と
を
尚
し
と
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
不
快
に
感
ず
る
こ
と

の
如
き
は
、
言
語
若
し
く
は
挙
動
に
そ
の
感
情
を
表
は
し
て
毫わ
ず
かも
憚は
ば
かる
を
要
せ

な
い
。
然
る
に
心
中
不
快
を
感
じ
つ
つ
表
面
に
は
斯
の
如
き
こ
と
な
き
を
装
ふ

が
ご
と
き
は
、
青
年
に
於
て
殊
に
取
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
る
無
邪

気
な
る
所
以
で
は
な
い
。表
面
の
あ
た
り
服
従
し
て
裏
面
で
反
抗
す
る
如
き
は
、

卑
劣
の
こ
と
と
し
て
青
年
に
取
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
反
対
す
べ
き
こ
と
が
あ
る

な
ら
ば
明
か
に
反
対
す
る
が
宜
し
い
の
で
あ
る
。近
頃
学
生
が
リ
コ
ウ
に
な
り
、
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利
害
の
関
係
を
考
へ
る
や
う
に
な
り
、
随
て
大
人
し
く
な
っ
た
が
、
中
々
油
断

が
な
ら
な
い
と
い
ふ
評
が
あ
る
。
リ
コ
ウ
と
い
う
こ
と
は
果
し
て
善
い
こ
と
で

あ
る
か
、
若
し
狡
猾
な
ど
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
居
る
な
ら
ば
、
甚
だ
好
ま
し

か
ら
ぬ
。利
害
の
関
係
を
考
へ
る
こ
と
も
必
ず
し
も
悪
ろ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、

青
年
時
代
に
は
成
る
べ
く
元
気
に
無
邪
気
に
あ
り
た
い
お
と
な
し
い
と
云
ふ
の

も
表
面
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
は
非
難
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
す
る
に
青
年
は

4

4

4

4

4

4

4

所
謂
八
面
玲
瓏

4

4

4

4

4

4

、
透
き
通
っ
た
よ
う
な
性
質
気
分
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ぬ4

。」（
18
）

「
八
面
玲
瓏
（
は
ち
め
ん
れ
い
ろ
う
）」
と
は
、
本
来
ど
の
方
面
か
ら
見
て
も
美
し

く
透
き
通
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
派
生
的
に
人
々
の
心
中
に
少
し
の
く
も

り
も
な
く
、
わ
だ
か
ま
り
が
な
い
さ
ま
を
言
い
表
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似

し
て
、
澤
柳
は
、
真
面
目
や
正
直
等
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。そ

し
て
澤
柳
は
、
青
年
の
特
質
の
最
終
節
に
お
い
て
、
知
識
の
進
歩
と
徳
性
の
発

達
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
論
を
展
開
し
て
い
る
。

「
故
に
学
生
た
る
者
も
上
級
に
進
む
に
従
い
、
其
知
識
の
進
歩
す
る
こ
と
を
自
覚

す
る
は
固
よ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
特
質
の
進
歩
を
自
覚
す
る
も
の
に
至
て
は
極

め
て
少
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
斯
の
如
く
徳
性
の
修
養
は
そ
の
進
歩
の
程
度
を
知

る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
が
為
に
そ
の
修
養
を
努
る
上
に
於
て

も
少
し
く
怠
る
と
き
に
は
、
或
は
進
歩
を
見
ざ
る
の
み
な
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
却
て
種
々
の

4

4

4

4

4

悪
影
響
の
為
に
退
歩
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
こ
と
も
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
併
な
が
ら
徳
性
の

発
達
に
於
て
は
知
識
の
発
達
に
お
け
る
と
同
様
に
日
々
又
月
々
そ
の
進
む
こ
と

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
19
）（
傍
点
引
用
者
）

つ
ま
り
、
知
識
は
上
級
に
進
む
に
し
た
が
い
進
歩
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
自
覚
的

に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、徳
性
の
発
達
の
場
合
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
徳
性
は
そ
れ
を
怠
る
場
合
は
、
進
歩
す
る
ど
こ
ろ
か

退
歩
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
氏

は
、「
各
自
常
に
修
養
を
怠
ら
な
い
と
云
ふ
外
に
は
な
く
学
生
た
る
者
深
く
徳
性
涵

養
の
重
要
な
る
こ
と
、
そ
の
進
歩
の
容
易
に
知
り
難
き
こ
と
、
従
て
注
意
を
要
す
る

こ
と
、
修
養
を
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
20
）
と
、
本

人
の
日
頃
の
徳
性
へ
の
自
覚
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

（
２
）
反
省
に
つ
い
て

澤
柳
は
、
徳
性
の
修
養
の
方
法
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
と
し
て
、〈
反
省
〉

を
挙
げ
て
い
る
。
氏
は
、「
教
師
の
種
々
の
訓
戒
の
如
き
は
反
省
の
機
会
材
料
た
る

に
過
ぎ
な
い
（
中
略
）
如
何
に
善
良
な
る
教
師
人
を
し
て
徳
性
を
発
達
せ
し
む
る
に

は
、
そ
の
反
省
を
須
た
ぬ
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
反
省
は
自
己
の
努
力
奮
発
で
あ
る
。
他

人
の
如
何
と
も
す
る
事
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。」（
21
）と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
本
人
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
格
を
高
尚
に
す
る
た

め
の
特
別
な
方
法
や
名
案
な
ど
と
い
う
も
の
は
元
々
な
く
、
修
養
の
方
法
は
反
省
の

方
法
に
依
る
以
外
に
は
な
い
と
も
論
じ
、
本
来
「
有
徳
の
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
間
と

は
「
反
省
の
功
を
積
ん
だ
人
」（
22
）
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
３
）
独
立
に
つ
い
て

次
に
、
学
生
に
お
け
る｢

独
立｣

に
つ
い
て
、
澤
柳
は
独
特
の
論
を
展
開
し
て
い

る
。
ま
ず
、
独
立
そ
れ
自
体
は
人
間
に
と
っ
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

は
認
め
つ
つ
も
、
学
生
時
代
は
独
立
の
時
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
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「
独
立
独
行
は
人
間
に
尚
ぶ
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
青
年
学
生
も
独
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
考
を
為
す
者
が
あ
る
。
自
分
は
是
を
以
て
誤
っ
た
考
へ
で

あ
る
と
断
言
す
る
。
学
生
時
代
は
師
長
の
教
導
補
助
を
要
す
る
時
期
で
あ
る
、

父
兄
の
力
に
依
頼
し
て
居
る
時
期
で
あ
る
。
学
生
の
間
に
独
立
す
る
と
云
ふ
こ

と
は
な
い
所
で
あ
る
。
併
な
が
ら
他
日
成
年
の
後
独
立
す
る
其
基
礎
を
作
る
時

代
で
あ
る
。
独
立
す
る
其
基
礎
を
作
る
時
代
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
学
生
の
時
期

は
独
立
し
て
居
る
時
期
で
は
な
い
。
他
の
言
葉
を
以
て
云
へ
ば
、
学
生
時
代
は

服
従
の
時
代
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
青
年
の
教
育
を
論
ず
る
者
も
自
主
独
立
を

以
て
青
年
に
勤
め
て
居
る
。
井
上
博
士
の
如
き
も
其
学
生
寶
鑑
に
於
て
独
立
の

一
節
を
設
け
、
思
想
の
独
立
、
事
業
の
独
立
、
財
産
の
独
立
を
分
類
し
て
、
学

生
に
独
立
を
勤
め
ら
れ
て
居
る
。
青
年
は
他
年
思
想
上
の
独
立
を
な
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
事
業
、
財
産
に
於
て
も
成
年
の
後
ち
に
於
て
は
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
併
な
が
ら
学
生
の
間
は
、
そ
の
土
台
を
作
る
べ
き
時
で
あ
る
。」（
23
）

氏
は
、
井
上
哲
次
郎
の
名
を
例
示
し
な
が
ら
、
当
時
一
般
に
学
生
に
対
し
て
思
想
、

事
業
、
財
産
へ
の
独
立
を
勧
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
学
生
時
代
は
あ
く
ま
で
独
立
す
る
た
め
の
基
礎
あ
る
い
は
土
台
を
作
る
時

代
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
独
立
の
た
め
に
は
、
別
に
鞏き
ょ
う
こ固
な
る
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
思
想
の
独
立
で
は
豊
富
な
学
識
や
見
識
、
品
格
が

必
要
で
あ
り
、
事
業
の
独
立
で
は
同
様
に
十
分
な
知
識
、
技
能
等
の
事
業
を
経
営
す

べ
き
素
養
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
独
立
」
す
る
た
め
に
学
生
自

体
の
基
礎
的
修
養
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
澤
柳
の
考
え
方
は
、
今
日
に
於
い
て
も
意

義
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
薄
志
弱
行

澤
柳
は
、
道
徳
上
最
も
排
斥
す
べ
き
も
の
と
し
て
意
志
の
薄
弱
、
つ
ま
り
〈
薄
志

弱
行
〉
を
挙
げ
て
い
る
。
薄
志
弱
行
に
つ
い
て
、
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
善
と
知

り
つ
つ
行
う
こ
と
が
出
来
ず
、
悪
と
知
り
つ
つ
敢
て
之
を
行
ふ
」（
24
）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
当
時
、
し
だ
い
に
社
会
全
体
が
薄
志
弱
行
が
増
し
て
き
た
こ
と
を
澤
柳
は
嘆

い
て
、
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

「
今
日
の
世
に
立
派
な
る
こ
と
、
申
分
な
き
こ
と
を
云
ふ
も
の
は
多
く
な
っ
た
、

而
も
実
行
は
こ
れ
に
副
は
な
い
。
文
明
の
進
む
に
従
ひ
諸
他
の
欲
望
増
進
し
て

底
止
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
、
堅
固
な
る
意
志
な
き
時
は
諸
多
の
悪
行
も
自

然
に
増
進
す
る
。
而
し
て
非
を
飾
る
智
は
益
々
進
む

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
此
に
於
て
薄
志
弱
行
の

徒
は
益
々
多
く
な
る
。
坪
内
博
士
は
そ
の
最
も
練
磨
さ
れ
た
る
経
験
学
識
よ
り

説
を
立
て
、
薄
志
は
衆
悪
の
根
源
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
通
俗
倫
理
談
及
び
倫

理
と
文
学
と
云
ふ
二
著
書
の
中
に
屡し
ば
し
ば々

繰
り
返
さ
れ
て
居
る
、
誠
に
肯こ
う
け
い綮
（
物

事
の
急
所
・
要
所
の
意
）
に
中あ
た

つ
て
居
る
卓
見
と
考
え
る
。
薄
志
そ
の
も
の
は

悪
で
な
い
で
あ
ろ
ら
、
し
か
し
た
い
が
い
の
悪
い
行
為
は
薄
志
な
る
が
為
に
起

こ
る
。」（
25
）

こ
の
文
章
中
で
、
特
に
「
非
を
飾
る
智
は
益
々
進
む
。
此
に
於
て
薄
志
弱
行
の
徒

は
益
々
多
く
な
る
。」
と
い
う
表
現
は
印
象
的
で
あ
る
。
獲
得
し
た
智
〈
知
〉
を
善

事
の
た
め
で
は
な
く
、〈
非
〉
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
〈
是
〉
に
置
き
換
え
て
し
ま
う

よ
う
な
薄
志
弱
行
の
人
々
が
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
現
代

で
も
少
な
く
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
氏
の
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
。
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引
用
の
最
後
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
は
善
事
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

を
知
ら
な
い
た
め
に
薄
志
弱
行
と
な
る
の
で
は
な
く
、
善
事
の
知
識
は
も
っ
て
い
て

も
多
く
は
意
志
が
堅
固
で
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
澤
柳
は
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
最
終
的
に
は
各
自
の
奮
励
努
力
に
待
つ
以
外
に
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
５
）
実
利
主
義
、
本
能
満
足
主
義
・
自
然
主
義
へ
の
批
判

澤
柳
は
、
当
時
の
社
会
の
趨
勢
に
お
い
て
学
生
が
学
修
上
警
戒
を
要
す
べ
き
点
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
は
〈
実
利
主
義
〉
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
氏

は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
第
一
に
現
代
社
会
の
思
潮
は
実
利
を
過
重
視
し
金
銭
を
以
て
万
能
の
力
で
あ
り

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
封
建
の
時
代
に
於
て
は
士
人
た
る
者
金
銭
の
こ
と
を
談

ず
る
す
ら
恥
と
し
た
る
位
で
あ
る
。
今
日
は
其
反
動
と
し
て
金
銭
を
重
視
し
て

節
義
と
廉
恥
と
を
見
る
こ
と
が
甚
だ
軽
い
。
又
現
代
は
物
資
的
進
歩
の
激
甚
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
時

4

4

で
あ
る
が
為
に
益
々
こ
の
弊
を
増
長
す
る
傾
が
あ
る
。
実
利
は
正
当
に
こ

れ
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
敢
て
非
と
す
る
所
で
は
な
い
。
併
し
な
が
ら
こ
れ
を
偏

4

4

4

4

重
す
る
害
は
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
精
神
上
、
主
と
し
て
道
徳
上
の
退
歩
を

来
す
者
で
あ
る
。
し
か
も
実
利
を
重
ん
ず
る
風
は
年
と
共
に
進
ん
で
止
ま
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。此
点
に
於
て
之
を
二
十
年
前
に
較
べ
て
見
て
も
大
な
る
差
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

今
日
学
生
の
間
に
実
利
実
益
を
考
へ
る
こ
と
が
大
に
盛
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ

は
社
会
の
風
潮
の
自
ら
学
生
の
間
に
浸
潤
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
銭
を
崇
拝
す

る
と
云
ふ
こ
と
は
何
れ
の
時
代
に
於
い
て
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
封
建
の
時
代

に
こ
れ
を
口
に
す
る
を
恥
ぢ
た
る
と
き
に
於
い
て
す
ら
、
士
人
に
し
て
往
々
金

銭
の
為
に
其
節
を
誤
っ
た
者
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
金
銭
の
誘
惑
力
の
甚
だ
大
な

る
こ
と
を
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
生
た
る
者
、
こ
の
誘
惑
に
対
し
て
常
に
警

戒
反
抗
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
弊
害
は
大
な
る
も
の
で
あ

る
。」（
26
）（
傍
点
引
用
者
）

こ
の
中
で
、｢

現
代
は
物
資
的
進
歩
の
激
甚
な
る
時
」「（
実
利
を
）
偏
重
す
る
害

は
甚
だ
し
い
も
の
」「
実
利
を
重
ん
ず
る
風
は
年
と
共
に
進
ん
で
止
ま
な
い
」「
二
十

年
前
に
較
べ
て
見
て
も
大
な
る
差
が
あ
る
」「
今
日
学
生
の
間
に
実
利
実
益
を
考
へ

る
こ
と
が
大
に
盛
に
な
っ
て
き
た
」
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
澤
柳
が
、
実
利
主
義
的
傾
向
が
当
時
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
を
危
惧
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
二
十
年
前
に
較
べ
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
頃
に
は
ま
だ
こ
う
し
た
実
利
主
義
的
傾
向
は
少
な

か
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

第
二
は
、〈
本
能
満
足
主
義
〉・〈
自
然
主
義
〉
へ
の
批
判
で
あ
る
。
澤
柳
は
、
ま

ず
「
人
心
一
に
淫
逸
（
い
ん
い
つ
）
の
風
を
増
長
し
て
居
る
」（
27
）
と
し
て
、
心
あ

る
学
生
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
大
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
警
告
し
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
近
年
の
そ
う
し
た
思
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
近
年
本
能
満
足
主
義

4

4

4

4

4

4

と
称
し
て
、
人
間
が
其
本
能
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
す
る
は
人
生
の
目

的
で
あ
る
と
云
ふ
が
如
き
説
を
唱
へ
出
し
た
。
而
し
て
総
て
の
欲
望
を
満
足
せ

し
む
る
を
以
て
人
生
の
極
地
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
説
に
於
て
も

そ
の
内
に
一
應
の
理
屈
を
含
ま
な
い
で
は
な
い
、
併
し
な
が
ら
決
し
て
健
全
な

る
思
想
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
或
は
又
美
的
生
活
は
人
生
の
真
の
面
目
で

あ
る
と
云
ふ
が
如
き
説
も
出
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
亦
制
限
し
て
こ
れ
を
考
へ
る

時
に
は
、
大
な
る
弊
害
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
趨
く
所
は
測
る
べ
か
ら
ざ
る

害
毒
を
生
ず
る
。
或
は
自
然
主
義

4

4

4

4

と
称
す
る
が
如
き
は
最
も
甚
だ
し
い
も
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
是
等
の
説
は
多
少
理
屈
に
基
き
た
る
が
如
き
感
が
あ
る
け
れ

9



ど
も
、
近
時
淫
逸
の
風
社
会
に
瀰び

ま
ん蔓

（
広
く
は
び
こ
る
こ
と
）
し
た
る
に
対
し

て
、こ
れ
を
説
明
せ
ん
と
し
て
、こ
れ
を
ジ
ア
ス
チ
フ
ァ
イ
せ
ん
と
し
て
起
こ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
淫
逸
も
多
少
の
口
實
が
あ
る
と
見
え
る
。
将
来
為
す
あ
る
の

青
年
、
学
業
に
於
て
、
誠
実
に
修
養
を
積
ま
む
と
す
る
学
生
は
、
今
日
の
淫
逸

な
る
風
潮
并な
ら
びに
不
健
全
な
る
思
想
に
対
し
大
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
る
。」（
28
）（
傍
点
引
用
者
）

こ
の
〈
本
能
満
足
主
義
〉・〈
自
然
主
義
〉
に
つ
い
て
は
、
単
に
澤
柳
に
と
ど
ま
ら

ず
、
む
し
ろ
当
時
の
思
想
界
の
一
つ
の
主
要
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の

と
い
え
る
。
例
え
ば
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
新
渡
戸
稲
造
が
著
し
た
『
修

養
』
の
中
で
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
修
養
は
心
を
養
う
と
い
う
点
ま
で
は
同
意
す
る
が
、
心
な
る
も
の
の
解
釈
に

至
っ
て
、
大
い
に
違
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
の
所
説
に
よ
れ
ば
、「
人

の
心
は
、
元
来
動
物
的
性
質
を
備
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
を
養
う

と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
者

4

4

4

4

4

の
主
唱
す
る
が
ご
と
く
、
心
の
欲
す
る
に

任
せ
、
心
を
し
て
動
物
的
な
ら
し
め
る
の
が
、
そ
の
目
的
で
は
な
い
か
。
か
つ

我
々
の
実
験
に
よ
る
も
、
人
は
と
か
く
悪
を
好
ん
で
親
し
み
や
す
く
善
を
疎
ん

じ
て
遠
ざ
け
や
す
い
。
こ
の
点
よ
り
見
て
も
人
心
の
自
然
の
傾
向
は
欲
情
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
、
そ
の
好
き
な
こ
と
を
楽
し
む
の
が
、
す
な
わ
ち
こ
れ
性
に
従

い
心
を
養
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
何
を
苦
し
ん
で
か
己
の
欲
せ
ざ
る
こ
と
を
為
さ

ん
。
動
物
に
類
す
る
本
能
発
揮
が
こ
れ
養
心
の
本
領
で
は
な
い
か
」
と
い
う
議

論
が
折
々
聞
こ
え
る
。
世
間
に
ご
う
ご
う
た
る
ニ
ー
チ
ェ
主
義
、
ゴ
ル
キ
ー
主

義
、
自
然
主
義

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
本
能
主
義

4

4

4

4

が
説
か
れ
る
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ

る
。」（
29
）（
傍
点
引
用
者
）

澤
柳
は
、
こ
の
他
に
も
現
代
の
趨
勢
に
お
い
て
学
生
が
警
戒
す
べ
き
点
と
し
て
、

射
幸
心
（
ま
ぐ
れ
の
利
益
を
ね
ら
う
心
）
や
奢
侈
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（
６
）
厭
世
的
思
想
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
明
治
末
期
に
は
、
青
年
の
自
殺
が
話
題
と
な
っ
て
い
た
。
澤
柳
は
、

こ
れ
に
関
連
し
て
、
徳
性
の
修
養
の
観
点
か
ら
厭
世
的
思
想
に
つ
い
て
興
味
深
い
指

摘
を
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
厭
世
的
思
想
に
は
健
全
な
る
も
の
と
病
的
な
る
も

の
と
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
世
の
中
の
悪
風
な
ど
を
憂
い
て
進
ん
で
こ
れ
を
改
革

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
。「
煩
悶
」
は
修
養
の
一
階
梯
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
悪

い
も
の
で
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
一
方
後
者
に
つ
い
て
氏
は
、「
そ
の
病
的
な

る
厭
世
的
思
想
と
云
う
の
は
何
等
の
努
力
す
る
所
な
く
、
奮
発
す
る
と
こ
ろ
な
く
、

徒
に
人
生
を
か
こ
つ
如
き
思
想
で
あ
る
。
斯
の
如
き
は
病
的
厭
世
思
想
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。」（
30
）
と
厳
し
く
警
告
批
判
し
て
い
る
。

（
７
）
教
師
へ
の
尊
敬

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
修
の
目
的
を
完
全
に
達
す
る
に
は
、
主
と
し
て
自
身

の
自
発
的
奮
励
に
よ
る
と
、
澤
柳
は
い
う
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
頼
っ
て
い

れ
ば
多
く
の
時
間
を
費
や
し
、
多
く
の
努
力
を
費
や
し
、
修
得
す
る
結
果
が
少
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
学
生
が
教
師
の
補
助
を
待
っ
て
、
そ
の
自
発
的
奮
励
の
効
果
を
増
大

す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
教
師
は
、
学
生
の
い
わ
ば
学
修
の
援
助
者

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
実
に
は

次
第
に
教
師
に
敬
意
を
払
う
学
生
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
一
方
で
教
師
を
批
評
す

る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
澤
柳
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。
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「
今
日
の
学
生
動
も
す
れ
ば
自
己
の
浅
薄
な
る
僅
少
な
る
知
識
を
以
て
、
教
師
の

学
力
を
批
評
し
、
そ
の
自
己
の
未
熟
な
る
思
想
を
以
て
、
そ
の
人
格
を
評
す
る

が
如
き
、
所
謂
弟
子
の
道
に
背
く
の
み
な
ら
ず
、
倫
理
上
に
於
て
も
不
当
の
こ

と
と
は
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
学
生
の
教
師
に
対
す
る
評
は
当
た
ら
な
い
の

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
学
力
人
物
を
評
す
る
は
勿
論
、
生
徒
に
対
す
る

態
度
を
評
す
る
が
如
き
こ
と
も
尚
ほ
不
当
な
る
も
の
が
多
い
。
例
へ
ば
生
徒
が

あ
る
教
師
は
親
切
で
あ
る
、
或
る
教
師
は
不
親
切
で
あ
る
と
云
ふ
評
の
ご
と
き

も
見
当
違
ひ
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
多
く
は
生
徒
に
求
め
る
と
こ
ろ

が
多
く
、
生
徒
の
不
都
合
な
る
行
為
を
責
む
る
こ
と
の
多
い
教
師
を
目
に
し
て

不
親
切
な
る
教
師

4

4

4

4

4

4

4

、
或
は
冷
酷
な
る
教
師
と
唱
へ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
却

て
冷
淡
な
る
教
師
生
徒
の
不
都
合
な
る
行
為
も
見
る
も
こ
れ
を
看
過
す
る
が
如

き
教
師
を
以
て
親
切
な
る
教
師

4

4

4

4

4

4

と
考
え
る
が
如
き
、
寔ま
こ
とに
そ
の
当
を
失
し
て
居

る
。
親
切
な
る
教
師

4

4

4

4

4

4

は
学
生
の
不
都
合
な
る
こ
と
を
見
て
は
直
に
矯
正
せ
ん
こ

と
を
思
ひ
、
そ
の
手
段
を
取
る
も
の
で
あ
る
。
学
生
の
将
来
を
思
ふ
が
故
に
斯

く
の
如
き
世
話
を
や
く
の
で
あ
る
。
学
業
の
上
に
於
て
も
生
徒
に
求
む
る
所
多

き
は
、
生
徒
を
し
て
学
術
上
大
に
進
歩
せ
し
め
む
が
為
で
あ
る
。
故
に
生
徒
に

予
修
を
求
む
る
こ
と
な
く
生
徒
が
請
ふ
が
ま
ま
に
教
師
自
ら
講
じ
て
生
徒
を
し

て
練
習
せ
し
む
る
が
如
き
教
師
は
教
員
と
し
て
善
良
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

生
徒
に
対
し
て
親
切
な
る
者
と
は
決
し
て
云
ふ
事
が
出
来
な
い
。
善
良
な
る
教

4

4

4

4

4

師4

は
成
る
べ
く
生
徒
を
し
て
自
発
的
奮
励
を
な
さ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
教
師

自
ら
働
い
て
生
徒
を
し
て
受
身
の
位
置
に
置
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
善
良
な
ら
ざ

4

4

4

4

4

る
教
師

4

4

4

で
あ
る
。
又
親
切
な
ら
ざ
る
教
師

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。」（
31
）（
傍
点
引
用
者
）

以
上
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
生
徒
が
教
師
を
批
評
・
批
判
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、

特
に
生
徒
の
不
都
合
な
行
為
を
看
過
し
た
り
、
生
徒
が
請
う
が
ま
ま
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
教
師
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
。
先
の
引
用
文
中
の
〈
親
切
な
教
師
〉

と
〈
不
親
切
な
教
師
〉、
あ
る
い
は
〈
善
良
な
る
教
師
〉
と
〈
善
良
な
ら
ざ
る
教
師
〉

の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
確
か
に
生
徒
（
学
生
）
が
教
師
を
批
評
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
教
師
を
生
徒
が
評
価

す
る
こ
と
を
当
然
の
ご
と
く
考
え
て
い
る
現
在
に
も
警
鐘
を
与
え
る
も
の
と
い
え

る
。
な
お
、
引
用
文
の
最
後
で
澤
柳
は
、「
善
良
な
る
教
師
」
と
「
善
良
な
ら
ざ
る

教
師
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
、
生
徒
へ

の
信
頼
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
氏
は
、
教
師
も
人
間
で
あ
り
、
人
間

と
し
て
幾
多
の
弱
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
、「
学
生
の
教
師
に
対
す
る
厳
に
批
判
的

な
態
度
を
避
け
、
教
師
の
長
所
、
美
点
を
発
見
し
、
之
に
模
倣
せ
し
む
る
と
す
る
態

度
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
32
）
と
、
不
完
全
な
る
存
在
で
あ
る
人
間
と
し
て

教
師
と
い
う
視
点
か
ら
、教
師
の
よ
い
点
の
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と
期
待
し
て
い
る
。

３　
「
第
五
章　

身
体
の
発
育
」
を
読
む

澤
柳
は
、
知
識
の
修
得
、
徳
性
の
修
養
に
続
い
て
、
学
修
法
の
観
点
か
ら
、
身
体

の
発
育
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
章
は
四
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ

れ
ら
の
内
容
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
１
）
規
則
正
し
い
生
活

ま
ず
氏
は
、
学
修
上
身
体
の
発
育
と
し
て
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
規
則
正
し

い
生
活
の
重
要
性
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
先
ず
第
一
に
云
ふ
べ
き
事
は
規
則
正
し
い
生
活
を
な
す
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

飲
食
睡
眠
よ
り
勉
強
運
動
等
に
至
る
ま
で
成
る
べ
く
一
定
の
時
間
一
定
の
分
量

を
定
め
て
過
不
足
な
き
を
務
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
運
動
は
必
要
な
り
と

云
ふ
て
過
度
に
こ
れ
を
為
す
と
き
は
却
て
害
が
あ
る
。
勉
強
も
甚
だ
必
要
で
あ

11



る
が
、
過
度
の
勉
強
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
及
ば
ざ
る
は
す
ぎ
た
る

が
如
し
で
、
こ
れ
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
規
則
正
し
く
勉
強

す
る
こ
と
、
規
則
正
し
く
運
動
し
、
規
則
正
し
く
飲
食
睡
眠
を
為
す
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。」（
33
）

以
上
の
よ
う
に
、
澤
柳
は
、
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
、
勉
強
、
運
動
、
日
常
生
活

な
ど
に
お
い
て
「
過
度
」
に
な
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
規
則
正
し
く
生
活
す
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
２
）
体
操
及
び
遊
戯

ま
ず
澤
柳
は
、
学
校
に
お
け
る
体
操
の
意
義
に
つ
い
て
、「
教
育
上
に
於
て
体
育

を
重
ん
ず
る
は
勿
論
他
年
経
験
を
経
、
幾
多
の
学
者
の
研
究
を
考
案
せ
ら
れ
た
る
處

の
も
の
は
、
即
ち
体
操
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
体
操
は
体
育
の
方
法
と
し
て
最
も
適
当

な
る
も
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
34
）
と
、
教
育
上
に
お
け
る
体
育
及
び

体
操
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
当
時
の
学
生
は
こ
の
学
校
の
体
操
を

喜
ば
な
い
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
自
体
問
題
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
生

た
ち
の
理
由
が
、
体
操
を
教
え
る
教
員
の
学
力
が
低
く
人
格
的
に
も
卑
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
専
門
的
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う

点
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、と
澤
柳
は
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、体
操
は
「
道

徳
上
に
於
て
も
幾
多
の
効
果
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
具
体
的
に
規
律
の
習

慣
、
共
同
一
致
の
習
慣
、
忍
耐
心
な
ど
が
養
え
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
氏
は
、
学
生
は
多
く
の
運
動
競
技
を
す
る
必
要
は
な
い
と
独
自
の
考
え

を
披
瀝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
学
校
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
競
技
運
動
に
つ

い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
勝
利
主
義
〉
の
問
題
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
次
に
は
今
日
学
校
に
於
て
盛
に
行
は
る
ゝ
競
技
運
動
に
就
て
一
言
し
た
い
。
競

技
運
動
は
往
々
弊
害
を
生
じ
易
い
も
の
で
あ
る
。
競
技
は
一
種
の
快
楽
の
為
に

す
る
も
の
で
、
身
体
の
発
育
上
必
要
で
は
な
い
。
然
る
に
こ
れ
に
熱
心
な
る
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

余
り
或
は
過
度
の
運
動
に
流
れ
、
或
は
優
劣
を
争
う
念
強
く
し
て
如
何
な
る
手

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

段
を
講
じ
て
も
勝
を
制
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
傾
き
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
競
技
は
正
々
堂
々

と
為
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」（
35
）（
傍
点
引
用
者
）

つ
ま
り
氏
は
、
競
技
運
動
は
往
々
に
し
て
弊
害
を
生
じ
易
い
も
の
で
あ
り
、
一
種

の
楽
し
み
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
身
体
の
発
育
上
は
必
要
な
い
と
論
じ
て
お

り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
後
半
の
内
容
に

つ
い
て
は
現
代
に
も
通
じ
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、一
般
に〈
勝

利
主
義
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
勝
負
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
に
フ
ェ
ア
プ
レ
ー

の
精
神
や
連
帯
意
識
の
涵
養
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で

あ
る
。

（
３
）
柔
弱
の
弊

ま
た
氏
は
、
こ
の
当
時
の
学
生
に
お
い
て
柔
弱
の
弊
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
を

危
惧
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
日
衛
生
の
学
理
的
と
な
る
に
従
ひ
此
柔
弱
の
弊
が
生
じ
て
来
た
か
と
思
ふ
。

ム
ヤ
ミ
に
伝
染
病
を
恐
れ
た
り
、
チ
ョ
ッ
ト
し
た
こ
と
も
風
邪
を
引
き
は
せ
ぬ

か
、
病
気
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
心
配
す
る
。
甚
し
き
は
食
し
た
後
に
腸
胃
を
害

せ
ぬ
か
と
神
経
を
悩
ま
し
て
居
る
。
今
日
の
学
生
中
に
か
く
の
如
き
風
に
染

ま
っ
て
居
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。」（
36
）
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つ
ま
り
氏
は
、
学
生
が
学
理
的
に
な
り
、
知
識
と
し
て
は
豊
富
で
あ
る
が
、
一
方

で
病
に
対
し
て
神
経
質
と
な
り
臆
病
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
学
修
上
に
も

影
響
が
あ
り
問
題
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
、「
身
体
的
に
実

際
欠
点
で
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
精
神
的
に
怯
懦
（
き
ょ
う
だ
）
な
の
で
あ
る
」（
37
）

と
い
い
、
む
し
ろ
精
神
的
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
精
神
的
な
も
の

が
身
体
に
及
ぼ
す
こ
と
は
大
き
い
の
で
、
余
り
神
経
質
に
な
ら
な
い
た
め
に
と
き
ど

き
の
不
養
生
を
経
験
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
、
澤
柳
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
ゆ

る
や
か
な
論
を
展
開
し
て
お
り
、
先
の
「
規
則
正
し
い
生
活
」
と
の
関
係
性
が
問
わ

れ
る
点
で
あ
る
。

４　
「
第
六
章　

専
門
科
目
及
び
職
業
の
選
択
」
を
読
む

こ
の
当
時
は
、
既
に
明
治
四
十
年
に
義
務
教
育
が
無
償
と
な
り
、
就
学
期
間
も
四

年
か
ら
六
年
と
な
っ
た
。
そ
の
後
複
線
型
の
学
校
制
度
に
な
り
、
男
子
で
進
学
を
希

望
す
る
も
の
は
中
学
校
へ
、
女
子
で
進
学
す
る
も
の
は
高
等
女
学
校
へ
、
そ
れ
以
外

は
実
業
系
の
学
校
へ
進
学
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
何
ら
か
の
事
情

に
よ
り
義
務
教
育
段
階
で
終
了
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

澤
柳
は
、
特
に
当
時
義
務
教
育
終
了
後
の
進
路
選
択
に
つ
い
て
「
今
日
の
志
望
者

の
内
に
は
往
々
十
分
熟
慮
せ
ず
し
て
学
校
学
科
の
選
択
を
為
す
も
の
が
少
な
く
な
い

と
信
ず
る
。」（
38
）
と
い
い
、「
学
校
学
科
の
選
択
は
一
生
の
大
事
」
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。

さ
ら
に
澤
柳
は
、
学
校
学
科
の
選
択
に
お
い
て
ま
ず
、
第
一
に
考
え
る
べ
き
こ
と

は
家
庭
の
事
情
で
あ
る
と
い
う
。
い
ま
だ
奨
学
金
な
ど
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
な

い
状
況
の
中
で
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
学
校
学
科
の
選
択
に
つ
き
第
一
に
考
ふ
べ
き
こ
と
は
家
庭
の
事
情
で
あ
る
。
こ

の
内
に
父
母
の
考
、
家
産
の
多
寡
、
家
督
相
続
の
関
係
及
祖
先
伝
来
の
家
業
等

を
含
め
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
如
何
に
本
人
に
志
望
が
あ
っ
て
も
家
庭
の
事
情
が

許
さ
な
い
と
き
に
は
己
む
を
得
な
い
。
人
間
は
境
遇
の
支
配
を
免
れ
な
い
。
自

己
の
勝
手
に
出
来
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
今
日
中
学
校
及
そ
の
他
の
学
校

で
半
途
退
学
な
る
も
の
は
随
分
多
い
。
学
校
入
学
の
と
き
に
は
何
れ
の
学
校
で

も
濫み
だ

り
に
退
学
を
許
さ
な
い
、
ま
た
、
濫
り
に
退
学
し
な
い
と
云
ふ
や
う
な
書

き
付
を
出
し
た
り
、
出
さ
せ
た
り
し
て
居
る
が
、
半
途
退
学
は
中
々
多
い
。
そ

の
半
途
退
学
の
理
由
を
見
る
に
家
事
の
都
合
で
退
学
す
る
と
云
ふ
も
の
が
一
番

多
い
。
こ
れ
は
学
校
を
選
択
し
て
入
学
す
る
と
き
に
家
庭
の
事
情
を
よ
く
考
へ

な
い
で
志
望
し
た
結
果
で
あ
る
。
元
来
家
庭
の
事
情
を
能
く
顧
み
れ
ば
、
そ
の

学
校
へ
入
学
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
こ
と
が
予
め
知
れ
て
居
る
に
拘
わ
ら
ず
、

入
学
し
た
か
ら
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
素
よ
り
入
学
し
た
後
に
父
母
を
喪
っ
た

り
、
家
庭
が
傾
い
た
り
し
て
半
途
退
学
す
る
位
な
ら
初
め
か
ら
入
学
し
な
い
方

が
よ
い
。
殊
に
半
途
退
学
の
為
に
快
々
楽
ま
ず
と
云
ふ
情
態
に
陥
り
、
或
は
一

生
の
方
向
を
誤
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。」（
39
）

澤
柳
の
「
人
間
は
境
遇
の
支
配
を
免
れ
な
い
。」
と
い
っ
た
表
現
に
つ
い
て
は
異

論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
氏
の
主
張
は
、
決
し
て
家
庭
が
経
済
的
に
貧
し

け
れ
ば
進
学
を
断
念
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
進

学
す
る
場
合
、
自
身
の
環
境
を
慎
重
に
検
討
し
て
学
校
選
択
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
点
に
あ
る
と
筆
者
は
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
澤
柳
は
、
も
し
勉
学
の
志
が
止
み
難
く

た
だ
家
庭
の
経
済
事
情
に
よ
り
学
校
に
入
学
で
き
な
い
場
合
に
は
「
独
学
自
修
」
か

「
通
信
教
授
」
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
自
発
的
奮
励
に
基
づ
く
学
修

を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
学
校
学
科
の
選
択
に
お
い
て
第
二
に
考
え
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
自
己

の
長
所
と
そ
の
能
力
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
時
代
の
流
行
な
ど
の
左
右
さ
れ

ず
に
自
身
の
長
所
や
能
力
を
し
っ
か
り
自
覚
し
考
慮
し
て
考
え
て
選
択
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。

「
世
の
風
潮
を
見
て
専
門
学
科
を
定
む
る
の
は
最
も
採
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

何
等
の
長
所
が
な
い
否
何
れ
も
同
様
に
趣
味
を
持
ち
、
同
様
に
堪
能
で
あ
る
と

云
ふ
の
な
ら
、
或
は
世
の
需
要
を
見
て
決
す
る
も
善
い
が
、
何
人
も
そ
の
よ
う

な
諸
方
面
に
長
所
を
も
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
然
る
に
医
師
の
需
要

が
多
い
と
云
へ
ば
、
そ
の
方
に
趣
く
も
の
が
多
く
な
り
、
工
業
家
を
要
す
る
こ

と
が
多
い
の
を
見
て
は
誰
も
か
も
そ
の
方
面
に
向
ふ
と
云
ふ
の
は
甚
だ
好
ま
し

か
ら
ざ
る
傾
向
で
あ
る
。
学
科
及
業
務
の
選
択
は
最
も
重
き
を
長
所
に
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
青
年
は
能
く
自
己
の
能
力
を
考
へ
て
教
育
の
程
度
、

学
校
の
種
類
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
40
）

こ
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
生
徒
（
学
生
）
が
、
時
代
の
趨
勢
や
流
行
な
ど
に
惑
わ
さ

れ
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
能
力
や
長
所
や
興
味
な
ど
か
ら
学
校
を
選
択
し
て

も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。　

５　

お
わ
り
に

以
上
、『
沢
柳
政
太
郎
の
学
修
論
（
そ
の
二
）
―
「
学
修
法
」
を
通
し
て
―
』
と

題
し
て
、
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
内
容
を
吟
味
し
て
き
た
。
冒
頭
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
す
で
に
（
そ
の
一
）
で
は
、
学
修
の
意
味
や
目
的
を
中
心
に
、
澤
柳
の
学

修
法
に
つ
い
て
を
総
論
を
考
察
し
た
。
そ
の
主
な
点
と
し
て
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
学
修
と
は
学
問
修
養
で
あ
り
、
人
間
一
人
一
人
が
自
身
の
素

地
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
耕
し
て
い
く
た
め
の
自
己
修
養
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
二
は
、
学
修
の
目
的
と
教
育
の
目
的
と
は
一
致
し
て
お
り
、
教
育
と
は
被
教
育
者

の
自
発
的
奮
励
を
活
発
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第

三
は
、
教
育
を
知
育
・
徳
育
・
体
育
の
三
方
面
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン

ス
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
特
に
学
修
法
に
お
い
て
必
要
な
も
の
は
知
育
と
徳

育
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
受
け
て
、
今
回
の
論
文
で
は
知
育
・

徳
育
・
体
育
に
つ
い
て
、
澤
柳
が
さ
ら
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
考
察
し
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
点
を
整
理
し

列
挙
し
、
そ
の
上
で
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

【
知
育
に
つ
い
て
】

① 

知
識
を
獲
得
す
る
条
件
と
し
て
の「
教
師
の
講
義
を
十
分
注
意
し
て
聴
く
」「
質

問
す
る
」「
自
ら
思
考
す
る
」「
復
習
す
る
」、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
実
行
す

る
」
こ
と

② 

「
一
知
半
解
」
の
知
識
へ
の
反
省

③ 

知
識
の
関
連
性
・
系
統
性
を
考
慮
す
る
こ
と

④ 

「
試
験
」
は
生
徒
（
学
生
）
の
自
発
的
奮
励
を
鼓
舞
す
る
こ
と
が
目
的

⑤ 

「
僥
倖
心
」
に
よ
る
勉
強
は
学
修
の
目
的
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と

⑥ 

記
憶
、
判
断
、
推
理
の
３
つ
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
て
智
力
の
発
達
さ
せ
る

こ
と

【
徳
育
に
つ
い
て
】

① 
「
美
質
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
修
養

② 
「
美
質
」
の
特
色
と
し
て
次
の
点
が
あ
る
こ
と
。
無
邪
気
、
元
気
活
気
、
従
順
、

言
語
挙
動
に
裏
表
が
な
い
、
真
面
目
、
正
直

③ 

有
徳
の
人
と
は
「
反
省
の
功
を
積
ん
だ
人
」

④ 

「
独
立
」
は
習
慣
で
は
な
く
鞏
固
な
る
基
礎
を
有
す
る
も
の
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⑤ 

「
薄
志
弱
行
」
へ
の
批
判

⑥ 
「
実
利
主
義
」「
本
能
万
能
主
義
」「
自
然
主
義
」
へ
の
批
判

⑦ 
「
厭
世
的
思
想
」
の
２
つ
の
考
え
方
（
是
非
）

⑧ 

教
師
へ
の
敬
意

【
体
育
に
つ
い
て
】

① 

勉
強
、
運
動
、
飲
食
睡
眠
な
ど
に
お
い
て
規
則
正
し
送
る
こ
と　

② 

体
操
の
意
義
（
規
律
の
習
慣
、
共
同
一
致
の
習
慣
、
忍
耐
心
な
ど
の
育
成
）

③ 

「
勝
利
主
義
」
へ
の
批
判

④ 

病
気
に
対
す
る
精
神
的
問
題

【
専
門
科
目
及
び
職
業
の
選
択
】

① 

学
校
・
学
科
の
選
択
は
一
生
の
大
事

② 

家
庭
の
事
情
を
考
慮
し
た
学
校
・
学
科
の
選
択　

③ 

時
代
の
流
行
な
ど
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
自
身
の
長
所
や
能
力
、
あ

る
い
は
興
味
関
心
に
よ
る
学
校
選
択

以
上
が
、
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
特
に
重
要
な
澤
柳
の
論
旨
で
あ
る
。
こ
れ

ら
を
全
体
的
に
見
た
と
き
、
生
き
る
力
を
基
盤
と
し
た
学
力
向
上
、
道
徳
性
の
発
達
、

あ
る
い
は
キ
ャ
リ
ア
意
識
の
向
上
な
ど
が
叫
ば
れ
る
今
日
、
澤
柳
の
一
つ
一
つ
の
主

張
は
、
ま
さ
に
現
代
的
課
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。「
な
ぜ
人
は
学
ぶ

の
か
」、「
学
ぶ
と
は
何
か
」、「
教
育
と
は
何
か
」、「
学
校
・
教
師
・
生
徒
と
は
ど
の

よ
う
な
役
割
か
」
な
ど
の
根
本
的
な
教
育
上
の
普
遍
的
な
「
問
い
」
に
対
し
て
、
時

代
を
越
え
て
、
澤
柳
の
主
張
が
そ
れ
ら
を
解
く
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て

い
る
と
い
え
る
。

註（
1
） 

成
城
学
園
澤
柳
政
太
郎
刊
行
会
編『
澤
柳
政
太
郎
全
集（
第
二
巻
）』国
土
社
、

一
九
七
七
年
、
九
九
頁
。

（
2
）
同
前
書
、
一
○
○
頁
。

（
3
）
同
前
書
、
一
○
○
頁
。

（
4
）
同
前
書
、
一
○
二
頁
。

（
5
）
同
前
書
、
一
○
三
頁
。

（
6
）
同
前
書
、
一
○
三
頁
。

（
7
）
同
前
書
、
一
○
四
頁
。

（
8
）
同
前
書
、
一
一
四
頁
。

（
9
）
同
前
書
、
一
一
五
頁
。

（
10
）
同
前
書
、
一
一
五
頁
。

（
11
）
同
前
書
、
一
二
二
頁
。

（
12
）
同
前
書
、
一
二
三
頁
。

（
13
）
同
前
書
、
一
二
四
頁
。

（
14
）
同
前
書
、
一
二
五
頁
。

（
15
）
同
前
書
、
一
二
五
頁
。

（
16
）
同
前
書
、
一
二
五
頁
。

（
17
）
同
前
書
、
一
二
六
頁
。

（
18
）
同
前
書
、
一
二
八
頁
。

（
19
）
同
前
書
、
一
三
○
頁
。

（
20
）
同
前
書
、
一
三
○
頁
。

（
21
）
同
前
書
、
一
三
一
頁
。

（
22
）
同
前
書
、
一
三
二
頁
。

（
23
）
同
前
書
、
一
四
○
頁
。
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（
24
）
同
前
書
、
一
四
三
頁
。

（
25
）
同
前
書
、
一
四
三
頁
。

（
26
）
同
前
書
、
一
四
七
頁
。

（
27
）
同
前
書
、
一
四
八
頁
。

（
28
）
同
前
書
、
一
四
八
頁
。

（
29
）
新
渡
戸
稲
造
『
修
養
』
た
ち
ば
な
出
版
、
二
○
○
三
年
、
二
六
頁
。

（
30
）
前
掲
書
『
澤
柳
政
太
郎
全
集
（
第
二
巻
）』、
一
四
九
頁
。

（
31
）
同
前
書
、
一
五
二
頁
。

（
32
）
同
前
書
、
一
五
三
頁
。

（
33
）
同
前
書
、
一
六
八
頁
。

（
34
）
同
前
書
、
一
六
九
頁
。

（
35
）
同
前
書
、
一
七
○
頁
。

（
36
）
同
前
書
、
一
七
二
頁
。

（
37
）
同
前
書
、
一
七
二
頁
。

（
38
）
同
前
書
、
一
七
五
頁
。

（
39
）
同
前
書
、
一
七
五
頁
。

（
40
）
同
前
書
、
一
七
九
頁
。
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