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選
択
課
題
５　

今
の
時
代
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
読
む

平
成
最
後
の
高
校
生
に
と
っ
て

『
学
問
の
す
ゝ
め
』は
有
用
か

佳作
１
．
は
じ
め
に

実
学
と
は
、
ど
う
い
っ
た
学
問
を
指
す
の
だ
ろ

う
か
。
辞
書
を
引
く
と
、
実
学
と
は
実
生
活
や
社

会
に
役
立
つ
学
問
を
意
味
し
、
医
学
や
法
学
、
経

済
学
、
工
学
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
実
際
、
現
代
社
会
は
科
学
技
術
の
発
展

と
と
も
に
あ
る
と
言
え
、
た
え
ず
発
展
を
繰
り
返

す
科
学
な
り
学
問
な
り
が
そ
の
下
支
え
を
し
て
い

る
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』に
お
い
て
福
澤
諭
吉（
以
下
、

福
澤
）
は
、「
さ
れ
ば
今
、
か
か
る
実
な
き
学
問

は
ま
ず
次
に
し
、
も
っ
ぱ
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普

通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
」
と
説
い
た
う
え
で
、

そ
の
実
学
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
習
い
、

手
紙
の
文
言
、
帳
合
い
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、

天
秤
の
取
扱
い
等
を
心
得
、
な
お
ま
た
進
ん
で
学

ぶ
べ
き
箇
条
は
は
な
は
だ
多
し
。
地
理
学
と
は
日

本
国
中
は
も
ち
ろ
ん
世
界
万
国
の
風
土
道
案
内
な

り
。
究
理
学
と
は
天
地
万
物
の
性
質
を
見
て
、
そ

の
働
き
を
知
る
学
問
な
り
。
歴
史
と
は
年
代
記
の

く
わ
し
き
も
の
に
て
万
国
古
今
の
有
様
を
詮
索
す

る
書
物
な
り
。
経
済
学
と
は
一
身
一
家
の
世
帯
よ

り
天
下
の
世
帯
を
説
き
た
る
も
の
な
り
。
修
身
学

と
は
身
の
行
な
い
を
修
め
、
人
に
交
わ
り
、
こ
の

世
を
渡
る
べ
き
天
然
の
道
理
を
述
べ
た
る
も
の
な

り
」（
注
1
）。

福
澤
が
説
く
実
学
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
だ

け
で
な
く
他
の
彼
の
様
々
な
著
作
を
踏
ま
え
る

と
、単
に
実
用
的
な
学
問
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
科
学
的
・
実
証
的
精
神
に
根
ざ
し
た
学
問
」（
注

2
）、
つ
ま
り
サ
イ
エ
ン
ス
（science

）
で
あ
る

と
解
説
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
解
説
に
異
論
は
な
い

も
の
の
、
し
か
し
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
み
を
素

直
に
読
め
ば
、
実
学
と
は
、
実
生
活
・
社
会
で
生

き
る
の
に
役
立
つ
学
問
で
あ
る
と
解
釈
で
き
、
福

澤
は
そ
う
し
た
学
問
こ
そ
を
学
ぶ
べ
き
で
、
さ
ら

に
突
っ
込
ん
で
言
え
ば
、「
実
学
を
生
き
て
い
く

た
め
の
武
器
と
せ
よ
」
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に

私
に
は
読
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
に
お
い
て
経

済
学
や
哲
学
な
ど
が
実
用
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は

意
見
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
役
に
立

つ
か
ど
う
か
の
議
論
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
福

澤
は
そ
う
し
た
学
問
を
実
学
と
捉
え
て
い
る
の
で

あ
り
、
人
生
に
生
か
す
よ
う
勧
め
て
い
る
と
私
は

解
釈
し
た
。

実
学
の
有
用
性
を
説
く
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
が

実
生
活
や
人
生
に
役
立
つ
こ
と
を
志
向
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
同
書
の
内
容
は
、
現

代
に
生
き
る
私
の
よ
う
な
高
校
生
に
と
っ
て
も
役

立
つ
内
容
で
あ
ろ
う
か
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が

出
版
さ
れ
た
明
治
の
時
代
か
ら
、
現
在
で
は
す
で

に
お
よ
そ
一
五
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
も
の
の
、

戦
後
日
本
経
済
は
奇
跡
的
な
復
興
・
成
長
を
遂
げ
、

福
澤
が
生
き
た
時
代
の
生
活
水
準
や
教
育
水
準
と



あ
る
こ
と
、
ま
た
書
物
の
流
通
網
や
識
字
率
な
ど

も
考
え
る
と
、
今
で
あ
れ
ば
一
千
万
冊
程
度
売
れ

る
ぐ
ら
い
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
（
注
4
）。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
、
元
々
は
福
澤
の
郷
里

で
あ
る
中
津
（
大
分
県
中
津
市
）
に
開
校
さ
れ
た

市
の
学
校
の
学
生
や
教
員
に
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
で
あ
っ
た
が
、
人
の
勧
め
に
従
っ
て
慶
應
義

塾
で
活
字
版
に
し
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
好
評
を
博

す
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
書
は
不
朽
の
名

著
と
の
評
価
を
受
け
て
い
る
も
の
の
、
決
し
て
遠

大
な
計
画
や
抱
負
を
持
っ
て
着
手
し
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
偶
然
の
機
会
に
よ
っ
て
広

く
世
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
福
澤
が
同
書
で
主
張
す
る
内
容
そ
の
も

の
は
決
し
て
一
時
の
着
想
で
は
な
く
、
著
述
の
前

後
に
わ
た
っ
て
福
澤
の
生
涯
を
貫
く
普
遍
の
も
の

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
福
澤
は
、「
幕
府
時
代
に

私
の
著
わ
し
た
西
洋
事
情
な
ん
ぞ
…
一
口
に
申
せ

ば
西
洋
の
小
説
夢
物
語
の
戯
作
く
ら
い
に
自
か
ら

認
め
て
い
た
も
の
が
、
世
間
に
流
行
し
て
実
際
の

役
に
立
つ
の
み
か
、
新
政
府
の
勇
気
は
西
洋
事
情

の
類
で
な
い
、
一
段
も
二
段
も
先
に
進
ん
で
思
い

切
っ
た
こ
と
を
断
行
し
て
、
ア
ベ
コ
ベ
に
著
述
者

を
驚
か
す
程
の
こ
と
も
折
々
見
え
る
か
ら
…
コ
リ

ャ
面
白
い
、
こ
の
勢
い
に
乗
じ
て
更
に
大
い
に
西

い
る
だ
ろ
う
か
。明
治
大
学
教
授
の
齋
藤
孝
氏
が
、

自
身
が
教
え
る
学
生
数
百
人
に
同
書
を
原
文
で
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
読
ん
だ
こ

と
が
あ
る
学
生
は
皆
無
で
あ
っ
た
（
注
3
）。
ま

し
て
や
高
校
生
に
同
様
の
質
問
を
投
げ
か
け
て
み

て
も
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
者
が
読
ん
だ
経
験

は
な
い
と
答
え
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
学

生
だ
け
で
な
く
、
予
想
す
る
に
大
人
も
大
差
な
い

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
こ
の
章
で
は
、私
自
身
の
勉
強
も
兼
ね『
学

問
の
す
ゝ
め
』
が
ど
う
い
っ
た
書
で
あ
る
か
を
概

観
し
て
み
た
い
。
か
く
言
う
私
も
、『
学
問
の
す
ゝ

め
』
を
読
ん
だ
の
は
本
稿
執
筆
が
き
っ
か
け
で
あ

り
、
い
き
な
り
原
文
を
読
み
進
め
る
こ
と
は
到
底

で
き
ず
、
現
代
語
訳
版
や
解
説
本
に
頼
り
な
が
ら

徐
々
に
理
解
を
深
め
た
。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
明
治

維
新
か
ら
数
年
後
の
こ
と
で
、
一
八
七
二
（
明
治

五
）
年
か
ら
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
か
け
て

全
十
七
編
の
分
冊
と
し
て
発
行
さ
れ
、
一
八
八
〇

（
明
治
十
三
）
年
に
合
本
し
て
一
冊
の
本
と
な
っ
た

（
初
編
か
ら
十
七
編
の
全
十
七
章
）。
一
八
八
〇
年
時

の
福
澤
の
試
算
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
七
十
万
冊
も

発
刊
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。「
初
編
」
だ
け
で
も

偽
版
本
を
含
め
る
と
二
十
二
万
冊
に
上
る
と
さ

れ
、
当
時
の
人
口
が
お
よ
そ
三
、
五
〇
〇
万
人
で

現
代
の
そ
れ
を
比
較
す
る
と
、
格
段
に
向
上
し
て

い
る
。
し
か
し
、
生
活
環
境
や
経
済
状
況
は
豊
か

に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
比
例
し
て
、
我
々

日
本
人
が
精
神
的
に
成
熟
し
た
と
言
え
る
か
は
、

昨
今
の
政
治
家
や
官
僚
の
汚
職
事
件
、
あ
る
い
は

悲
惨
な
殺
人
事
件
な
ど
を
見
る
に
、
残
念
な
が
ら

肯
定
的
に
は
考
え
に
く
い
状
況
に
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
実
生
活
や

人
生
に
役
立
つ
内
容
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、
実

用
的
な
観
点
か
ら
福
澤
の
言
説
を
取
り
上
げ
、
現

代
の
日
本
に
お
い
て
も
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
実

学
の
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
得
る
か
を
考
察

し
て
み
た
い
。
た
だ
、
政
治
・
経
済
な
ど
現
在
の

社
会
情
勢
を
マ
ク
ロ
に
捉
え
て
論
じ
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
私
自
身
の
実
生
活
に
お
け
る
実
感

を
ベ
ー
ス
に
論
を
進
め
た
い
。

２
．『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
は
ど
う
い
っ
た
書
か

「
学
問
の
す
ゝ
め
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い

高
校
生
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一

万
円
札
の
顔
写
真
と
と
も
に
、
福
澤
諭
吉
と
セ
ッ

ト
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
書
き
出
し
の
「
天

は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら

ず
」
と
い
う
一
文
は
、
福
澤
の
名
言
と
し
て
有
名

で
あ
る
。
し
か
し
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
そ
の

先
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
高
校
生
は
、
ど
れ
ほ
ど



わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
福
澤
の
優
れ
た
先
見

性
が
窺
え
る
。
と
同
時
に
、
今
も
類
似
の
問
題
を

我
々
現
代
人
が
克
服
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
落
胆

し
て
し
ま
う
。

３
．
自
己
実
現
の
在
り
方
と
公
共
の
精
神

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
読
み
進
め
る
中
で
気
付

く
の
は
、
福
澤
が
主
張
す
る
様
々
な
事
柄
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
公
共
に
対
す
る
貢
献
、
ま
た
は

日
本
と
い
う
国
に
対
す
る
献
身
的
な
精
神
、
愛
国

心
が
強
力
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
点
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
私
に
と
っ
て
新
鮮
で
あ
る
。
例

え
ば
学
校
で
は
、
目
標
や
将
来
の
夢
を
定
め
、
そ

の
達
成
に
向
け
て
努
力
す
る
よ
う
こ
れ
ま
で
促
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
促
さ
れ
る
テ
ー
マ
と
な
る

の
は
、
た
い
て
い
勉
強
や
ク
ラ
ブ
、
将
来
就
き
た

い
職
業
な
ど
の
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
た
め
に
懸

命
に
努
力
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思

う
。
世
の
中
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
勉
強
せ
よ
と

か
、
公
の
た
め
に
何
か
行
動
を
促
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
こ
と
に
特
に
不
満
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
し
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
読
む

ま
で
そ
う
し
た
こ
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
だ

が
、
福
澤
の
言
説
を
受
け
止
め
る
と
、
も
う
少
し

私
達
の
目
が
公
共
の
貢
献
へ
と
向
け
ら
れ
な
け
れ

ば
、
福
澤
の
よ
う
な
気
概
は
中
々
起
こ
ら
な
い
の

漢
学
者
に
世
帯
持
ち
の
上
手
な
る
者
も
少
な
く
、

和
歌
を
よ
く
し
て
商
売
に
巧
者
な
る
町
人
も
ま
れ

な
り
。
こ
れ
が
た
め
心
あ
る
町
人
・
百
姓
は
、
そ

の
子
の
学
問
に
出
精
す
る
を
見
て
、
や
が
て
身
代

を
持
ち
崩
す
な
ら
ん
と
て
親
心
に
心
配
す
る
者
あ

り
。
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
畢
竟
そ
の
学
問
の

実
に
遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ
証
拠
な
り
」

（
注
6
）
と
、
在
来
の
儒
学
や
和
学
と
い
っ
た
学

問
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
は
、
学
問
に
は

目
的
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
み
な

平
等
に
生
ま
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
学
問
を
学
ぶ

か
学
ば
な
い
か
に
よ
っ
て
差
が
生
じ
る
と
主
張
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
や
人
生
に
役
立
つ
学
問
で

あ
る
実
学
を
懸
命
に
学
ぶ
国
民
が
多
く
な
る
ほ

ど
、
そ
の
国
は
よ
り
平
和
で
安
定
し
た
社
会
に
な

る
の
で
あ
り
、
私
達
国
民
一
人
ひ
と
り
は
実
学
に

励
む
べ
き
だ
と
福
澤
は
説
く
。

福
澤
が
同
書
で
述
べ
る
こ
と
に
は
、
現
代
で
も

そ
の
ま
ま
通
用
す
る
普
遍
的
な
論
理
が
多
々
含
ま

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
福
澤
の
人
権
意
識
は
現
代

で
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
常
識

と
な
っ
て
い
た
『
女
大
学
』
の
偏
っ
た
内
容
も
批

判
し
て
い
る
。
男
女
差
別
の
問
題
は
昨
今
の
日
本

で
も
未
だ
発
生
し
続
け
て
い
る
が
、
近
代
国
家
日

本
の
始
動
時
に
す
で
に
そ
う
し
た
問
題
提
起
が
行

洋
文
明
の
空
気
を
吹
込
み
、
全
国
の
人
心
を
根
底

か
ら
転
覆
し
て
、
絶
遠
の
東
洋
に
一
新
文
明
国
を

開
き
、
東
に
日
本
、
西
に
英
国
と
、
相
対
し
て
後

れ
を
取
ら
ぬ
よ
う
に
な
ら
れ
ま
い
も
の
で
も
な
い

と
、
こ
こ
に
第
二
の
誓
願
を
起
こ
し
て
…
専
ら
塾

務
を
務
め
、
ま
た
筆
を
弄
び
、
種
々
様
々
の
事
を

書
き
散
ら
し
た
の
が
西
洋
事
情
以
後
の
著
訳
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
著
訳
に
当
た
る
も
の

が
、
第
一
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
い
う
こ
と
に

な
る
（
注
5
）。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』は
、タ
イ
ト
ル
通
り
学
問（
勉

強
）
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
な
ぜ
勉
強
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
人

ひ
と
り
が
独
立
し
た
人
間
に
な
る
必
要
が
あ
る
か

ら
と
、
福
澤
は
力
説
す
る
。
福
澤
は
、
国
民
一
人

ひ
と
り
が
独
立
す
る
た
め
に
は
学
問
を
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
学

問
は
実
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

実
学
と
対
極
に
あ
る
学
問
（
虚
学
）
と
は
、
た
だ

難
し
い
字
を
知
り
、
難
解
な
古
典
を
読
み
、
ま
た

和
歌
を
楽
し
ん
だ
り
詩
を
作
る
と
い
っ
た
よ
う
な

実
用
性
の
な
い
学
問
（
文
学
）
で
あ
る
と
す
る
。

そ
う
し
た
学
問
も
「
お
の
ず
か
ら
人
の
心
を
悦
ば

し
め
ず
い
ぶ
ん
調
法
な
る
も
の
」
と
し
つ
つ
も
、

「
世
間
の
儒
者
・
和
学
者
な
ど
の
申
す
よ
う
、
さ

ま
で
あ
が
め
貴
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
古
来
、



も
自
分
本
位
で
思
考
し
て
し
ま
っ
て
は
、
自
己
中

心
的
な
人
間
を
よ
り
多
く
育
成
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
河
合
隼
雄
は
、「
今
は
自
分
の
好

き
な
こ
と
を
や
っ
て
な
に
か
を
成
し
遂
げ
る
の
が

自
己
実
現
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
も
の

は
自
我
実
現
で
あ
り
、
奉
公
し
、
犠
牲
を
払
い
、

献
身
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
を
成
し
遂
げ
る
の

が
本
当
の
意
味
で
の
自
己
実
現
だ
」（
注
8
）
と

語
っ
て
い
る
。
自
己
実
現
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
社
会
貢
献
で

あ
っ
た
り
、
世
の
中
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ

う
。現

代
人
に
は
そ
の
精
神
が
弱
い
こ
と
が
問
題
で

あ
り
、
そ
の
点
は
強
調
す
べ
き
教
育
の
課
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、「
個
」
に
関
す
る
教
育
が
成
功
し
て
い

る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
も

思
う
。福
澤
が
強
調
す
る
国
民
一
人
ひ
と
り
の「
独

立
」
が
実
現
す
る
日
は
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
公
共
の
精
神
と
独
立
の
精
神
は
対
立
関
係
に

は
な
ら
ず
、
両
方
の
精
神
は
同
時
に
成
り
立
つ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

４
．
福
澤
諭
吉
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

前
の
章
で
は
、
福
澤
に
強
く
内
在
す
る
公
共
の

さ
よ
り
も
「
公
」
の
大
切
さ
を
説
い
て
き
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
戦
後
の
教
育
で
は
、
今
ま
で
の
日

本
の
教
育
は
間
違
い
で
あ
り
、
も
っ
と
個
人
を
尊

重
す
る
教
育
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
、「
公
」
よ
り
も
「
個
」
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
戦
後
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
あ

ま
り
に
も
「
個
」
を
強
調
し
す
ぎ
た
た
め
、「
公
」

と
「
個
」
の
調
和
は
乱
れ
自
己
中
心
的
な
者
が
増

え
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

教
育
基
本
法
の
改
正
か
ら
現
在
で
は
す
で
に
十

年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
が
、
学
校
で
公
共
の
精

神
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
よ

う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
教
育
基
本
法
は
一
九

四
七
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
約

六
十
年
の
影
響
が
全
く
消
え
去
る
に
は
し
ば
ら
く

の
期
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
個
」
に
重
点
が
偏
っ
た
教
育
を
受
け
た
者
達

が
自
己
実
現
を
考
え
る
時
、
そ
の
自
己
実
現
は
自

分
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
他
者
や
社
会
に

貢
献
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
自
分
の
友
人
ら
を
見

て
い
て
も
、
自
分
の
目
標
や
夢
の
理
由
を
問
わ
れ

た
時
、「
楽
し
そ
う
だ
か
ら
」、「
良
い
仕
事
に
就

く
と
安
定
す
る
か
ら
」
と
い
っ
た
自
分
の
幸
福
の

た
め
だ
け
を
理
由
と
す
る
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
実
現
を
何
で

で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
現
代

に
お
け
る
「
自
己
実
現
」
の
在
り
方
の
問
題
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

公
共
の
精
神
や
自
己
実
現
の
在
り
方
に
思
考
を

巡
ら
す
と
、
教
育
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
く
る
。

教
育
に
お
け
る
公
共
の
精
神
に
関
す
る
議
論
に
つ

い
て
は
、
近
年
の
注
目
す
べ
き
動
向
の
一
つ
と
し

て
二
〇
〇
六
年
の
教
育
基
本
法
の
改
正
が
挙
げ
ら

れ
る
。
改
正
前
の
教
育
基
本
法
で
は
、「
個
人
の

尊
厳
」
な
ど
個
人
に
関
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
た
が
、
改
正
教
育
基
本
法
で
は
「
公
共
の

精
神
」が
新
た
な
教
育
目
標
に
付
け
加
え
ら
れ
た
。

戦
後
約
六
十
年
で
、
教
育
の
在
り
方
が
見
直
さ
れ

た
と
言
え
る
。

こ
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
教
育
改
革
国
民
会

議
で
の
議
論
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

例
え
ば
「
人
間
性
」
を
検
討
し
た
第
一
分
科
会
で

は
、
教
育
基
本
法
で
は
「
個
人
や
普
遍
的
人
類
な

ど
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
、
国
家
や
郷
土
、
伝
統
、
文

化
、
家
庭
、
自
然
の
尊
重
な
ど
が
抜
け
落
ち
て
い

る
」
と
の
意
見
が
出
た
り
、
教
育
基
本
法
は
「
専

ら
個
人
の
尊
重
を
う
た
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
利
己

的
な
個
人
意
識
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
こ
に
公
共
の
福
祉
の
概
念
が
欠
け
て

い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
り

し
た
（
注
7
）。
か
つ
て
日
本
は
、
個
人
の
大
切



識
し
て
い
る
。
何
か
一
つ
専
門
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
が
あ
り
、
長
年
そ
の
こ
と
に
励
む
こ

と
で
熟
練
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
専
門
と
い
う

ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
仕
事
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
何
か
特
定
の
分
野
で
仕
事
に
就
い
て
い
る
の

は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

生
涯
働
い
て
、
何
か
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
自
分
の
成
果
と
い
う
も
の
を
明
確
に
語
る
こ
と

が
で
き
る
人
が
、
何
人
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
特
定

の
専
門
分
野
に
お
い
て
、
社
会
に
認
知
さ
れ
る
成

果
を
一
つ
上
げ
る
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
福
澤
は
、
特
定
の
分
野
の

み
な
ら
ず
、
複
数
の
分
野
で
優
れ
た
業
績
を
残
し

て
い
る
。
学
者
や
教
育
者
、
事
業
家
の
側
面
だ
け

で
な
く
、
思
想
家
、
啓
蒙
家
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作

家
な
ど
の
顔
も
あ
わ
せ
持
つ
。
特
に
注
目
し
た
い

の
は
、学
問
を
深
く
修
め
な
が
ら
、同
時
に
様
々
な

実
務
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
問
の

世
界
だ
け
で
は
お
そ
ら
く
抽
象
的
な
理
解
で
留
ま

っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
、
実
務
に
積
極
的
に
取
り

組
み
、
そ
の
実
務
に
修
め
た
学
問
を
生
か
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
凄
み
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
学
問

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
実
務
だ
け
で
も
わ
か
ら

な
い
物
事
の
本
質
を
、
福
澤
は
彼
独
自
の
バ
ラ
ン

ス
感
覚
で
つ
か
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
．
お
わ
り
に

福
澤
の
権
理
の
在
り
方
に
関
す
る
譬
え
が
ま
た
痛

快
で
あ
り
、
社
会
的
に
権
力
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
社
会
的
弱
者
の
権
理
を
侵
害
す
る
の
は
、「
こ

れ
を
譬
え
ば
力
士
が
わ
れ
に
腕
の
力
あ
り
と
て
、

そ
の
力
の
勢
い
を
も
っ
て
隣
の
人
の
腕
を
捻
り
折

る
が
ご
と
し
。
隣
の
人
の
力
は
も
と
よ
り
力
士
よ

り
も
弱
か
る
べ
け
れ
ど
も
、
弱
け
れ
ば
弱
き
ま
ま

に
て
そ
の
腕
を
用
い
自
分
の
便
利
を
達
し
て
差
し

つ
か
え
な
き
は
ず
な
る
に
、
い
わ
れ
な
く
力
士
の

た
め
に
腕
を
折
ら
る
る
は
迷
惑
至
極
と
言
う
べ

し
」（
注
11
）
と
解
説
す
る
。

つ
ま
り
福
澤
の
言
説
は
、「
個
」
と
「
公
」
の

バ
ラ
ン
ス
が
絶
妙
に
保
た
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ

れ
ら
二
つ
は
対
立
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
相
乗
効
果
を
生
ん
で
い
る
よ
う
な
気
さ
え

し
て
く
る
。「
個
」
を
磨
き
独
立
の
精
神
を
養
う

こ
と
が
、
す
な
わ
ち
公
共
へ
の
貢
献
へ
と
つ
な
が

り
、「
公
」
の
精
神
を
強
く
自
覚
す
る
こ
と
で
、

ま
す
ま
す
個
人
の
独
立
心
は
磨
か
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

福
澤
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
つ
い
て
は
、
も
う
一

点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
学
問
」と「
実

務
」
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
、
社

会
で
働
く
人
の
職
業
は
た
い
て
い
一
つ
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
何
か
し
ら
の
職
種
に
つ
き
、
ど
こ
か

の
組
織
に
属
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
認

精
神
や
愛
国
心
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
今
の
時
代

に
こ
う
し
た
内
容
に
触
れ
肯
定
的
な
見
解
を
示
す

と
、
す
ぐ
に
右
翼
で
あ
る
よ
う
な
認
識
を
さ
れ
た

り
、
全
体
主
義
を
肯
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
認

識
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
発
言
が
し
づ
ら
い
状
況
に

あ
る
。
し
か
し
、
福
澤
の
言
説
は
そ
の
よ
う
な
疑

い
に
は
全
く
当
て
は
ま
ら
ず
、む
し
ろ
個
人
の「
権

理
」
を
力
説
し
て
い
る
。「
天
の
人
を
生
ず
る
や
、

こ
れ
に
体
と
心
と
の
働
き
を
与
え
て
、
人
々
を
し

て
こ
の
通
義
を
遂
げ
し
む
る
の
仕
掛
け
を
設
け
た

る
も
の
な
れ
ば
、
な
ん
ら
の
こ
と
あ
る
も
人
力
を

も
っ
て
こ
れ
を
害
す
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、「
大

名
の
命
も
人
足
の
命
も
、
命
の
重
き
は
同
様
」
で

あ
る
と
説
く
（
注
9
）。

ま
た
、
政
府
と
人
民
に
つ
い
て
も
、
そ
の
関
係

性
は
対
等
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。「
百
姓

は
米
を
作
り
て
人
を
養
い
、
町
人
は
物
を
売
買
し

て
世
の
便
利
を
達
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
百
姓
・
町

人
の
商
売
な
り
。
政
府
は
法
令
を
設
け
て
悪
人
を

制
し
、
善
人
を
保
護
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
政
府
の

商
売
な
り
。
こ
の
商
売
を
な
す
に
は
莫
大
の
費
え

な
れ
ど
も
、政
府
に
は
米
も
な
く
金
も
な
き
ゆ
え
、

百
姓
・
町
人
よ
り
年
貢
・
運
上
を
出
だ
し
て
政
府

の
勝
手
方
を
賄
わ
ん
と
、
双
方
一
致
の
う
え
相
談

を
取
り
極
め
た
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
政
府
と
人
民

と
の
約
束
」（
注
10
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。



（
注
５
）
福
沢
諭
吉
著
、
富
田
正
文
校
訂
『
新
訂

福
翁
自
伝
（
改
版
）』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
八
年
、
三
八
九
頁

（
注
６
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
（
改
版
）』

岩
波
書
店
、二
〇
〇
八
年
、一
二
―
一
三
頁

（
注
７
）
教
育
改
革
国
民
会
議
「
第
1
分
科
会
―
人

間
性
―
」
首
相
官
邸
、
二
〇
〇
〇
年

[https://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/

kyouiku/bunkakai-dex.htm
l]

（
注
８
）
河
合
隼
雄
『
い
の
ち
の
対
話
』
潮
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
九
三
頁

（
注
９
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
（
改
版
）』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
頁

（
注
10
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
（
改
版
）』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
頁

（
注
11
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
（
改
版
）』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
頁

〈
参
考
文
献
〉（
注
に
記
載
し
た
も
の
を
除
く
）

福
澤
諭
吉
著
、
齋
藤
孝
訳
『
13
歳
か
ら
の
「
学
問

の
す
す
め
」』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
年

橋
本
治
『
福
沢
諭
吉
の
「
学
問
の
す
ゝ
め
」』
幻

冬
舎
、
二
〇
一
六
年

小
室
正
紀
編
『
近
代
日
本
と
福
澤
諭
吉
』
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年

福
澤
諭
吉
著
、
小
室
正
紀
・
西
川
俊
作
編
『
学
問

も
し
か
す
る
と
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
現
代

に
お
い
て
は
自
分
達
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き

か
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
る「
問
題
提
起
の
書
」

と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。幸
い
、近
年
は
様
々
な

分
野
に
お
い
て「
わ
か
り
や
す
さ
」を
追
求
し
た
書

物
が
多
々
出
版
さ
れ
て
お
り
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』

に
つ
い
て
も
優
れ
た
現
代
語
訳
版
や
解
説
本
が
容

易
に
読
め
る
。
今
後
、私
の
長
い
人
生
の
中
で『
学

問
の
す
ゝ
め
』
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
に
な

る
の
か
、
長
い
付
き
合
い
と
な
る
気
が
す
る
。

〈
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〉

（
注
１
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
（
改
版
）』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
頁

（
注
２
）
山
本
正
身
「
福
沢
諭
吉
―
日
本
に
お
け
る

「
近
代
教
育
思
想
」
の
一
範
型
―
」
沖
田

行
司
編
『
人
物
で
見
る
日
本
の
教
育
第

二
版
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
一
五
年
、

九
六
頁

（
注
３
）
福
澤
諭
吉
著
、
齋
藤
孝
訳
『
現
代
語
訳

学
問
の
す
す
め
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九

年
、
三
頁

（
注
４
）
岩
谷
十
郎
「
入
門
・『
学
問
の
す
ゝ
め
』

―
そ
の
成
立
と
内
容
と
―
」

『
三
田
評
論
』一
一
五
五
号
、二
〇
一
二
年
、

二
六
―
二
九
頁

こ
こ
ま
で
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
読
む
こ
と

が
私
の
よ
う
な
現
代
の
若
者
に
と
っ
て
も
有
用
で

あ
る
か
と
い
う
視
点
で
、
福
澤
の
様
々
な
言
説
を

取
り
上
げ
論
じ
て
き
た
。
結
論
と
し
て
、
本
稿
の

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
平
成
最
後
の
高
校
生
に
と
っ

て
も
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
有
用
か
」
と
い
う
問

い
に
対
し
て
は
、
大
変
有
用
と
答
え
ざ
る
を
得
な

い
。
同
書
が
出
版
さ
れ
て
現
在
で
は
一
五
〇
年
を

経
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
到
底
福
澤
が
期
待
す

る
ほ
ど
ま
で
我
々
日
本
人
が
精
神
的
に
成
長
を
遂

げ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む

し
ろ
、
世
の
中
の
た
め
に
何
か
を
成
し
た
い
と
い

う
気
概
は
福
澤
が
生
き
た
時
代
よ
り
も
弱
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
し
ま
う
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
日
本
が
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
し
、

成
熟
社
会
へ
と
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
は

思
う
の
だ
が
、
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
も
っ
と
自
分
本
位
か
ら
離
れ
て
物
事
を
考
え

ら
れ
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。し
か
し
同
時
に
、

社
会
が
成
熟
し
人
々
が
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
を
失
え

ば
、
自
分
の
た
め
、
他
人
の
た
め
と
い
う
こ
と
は

関
係
な
く
、
懸
命
に
努
力
し
て
何
か
を
成
そ
う
な

ど
と
は
思
い
に
く
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

ん
な
大
袈
裟
な
こ
と
よ
り
も
、何
か
楽
し
い
こ
と
、

安
定
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
こ
と
に
思
考
が
向
か

う
の
は
わ
か
る
気
も
し
て
し
ま
う
。
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小
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