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一 

「
比
較
教
育
風
俗
」
再
考 

 

添
田 

晴
雄 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

比
較
教
育
風
俗
研
究
会
は
、
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
（
総
合
研
究
Ａ
）

の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
「
教
育
風
俗
の
比
較
文
化
的
研
究
―
日
本
の
教
育
の

特
質
を
解
明
す
る
た
め
に
―
」
と
い
う
共
同
研
究
の
場
と
し
て
平
成
三
（
一
九

九
一
）
年
に
発
足
し
、
科
研
終
了
後
も
有
志
に
よ
っ
て
継
続
し
て
開
催
さ
れ
、

今
年
で
通
算
一
六
年
を
超
え
る
。
そ
の
研
究
誌
で
あ
る
本
誌
『

研
究

談
叢
比
較
教
育
風

俗
』
の
第
一
号
は
平
成
三
年
七
月
三
一
日
に
刊
行
さ
れ
、
今
回
で
第
一
〇
号
と

な
る
。
そ
の
節
目
に
あ
た
り
、
原
点
に
た
ち
も
ど
り
「
比
較
教
育
風
俗
」
と
い

う
研
究
枠
組
な
い
し
研
究
方
法
に
つ
い
て
再
考
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。 

 

二
．「
比
較
教
育
風
俗
」
で
目
指
さ
れ
た
こ
と 

  

石
附
の
「
比
較
教
育
風
俗
」
研
究
の
原
型
は
、「
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
研
究

に
見
出
せ
る
。「
序
説
・
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

―
近
代
教
育
と
教
具
」
と
い
う

論
文
の
中
で
石
附
は
、
ま
ず
、
教
具
の
定
義
を
広
く
捉
え
、「
教
育
」
用
具
、
教

え
る
側
と
学
ぶ
側
の
双
方
が
と
も
に
関
与
す
る
用
具
と
し
、
具
体
的
に
は
、
黒

板
、
実
物
、
標
本
、
模
型
、
地
図
、
掛
図
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
Ｏ
Ｈ
Ｐ
等
の

視
聴
覚
機
器
、
教
科
書
、
運
動
用
具
、
文
具
、
玩
具
、
教
室
を
含
む
学
校
建
築

な
ど
を
例
示
し
て
い
る(

1)

。
石
附
は
、
英
、
米
、
独
、
仏
等
の
各
国
で
は
、

教
育
の
ハ
ー
ド
・
ウ
ェ
ア
に
関
す
る
歴
史
的
、今
日
的
な
研
究
が
少
な
く
な
く
、

ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
も
図
像
解
釈
学
（
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー

iconology

）の
伝
統
を
背
景
と
し
て
た
い
へ
ん
活
発
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
日
本
の
教
育
史
、
比
較
教
育
学
等
の
研
究
は
、
専
ら
制
度
、
政
策
、
思
想
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
『
観
念
』
の
側
面
へ
の
傾
き
が
大
き
く
、
モ
ノ
と
そ
れ
を

支
え
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
展
開
が
見
ら
れ
る
場
そ
の
も
の
、
な
ど
へ
の
注

目
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
」(

2)

と
し
て
い
る
。「
教
育
観
は
教
具
に
反
映
し
、

教
具
は
教
育
の
あ
り
方
を
左
右
」(

3)

す
る
の
で
あ
っ
て
、
モ
ノ
的
環
境
や
条

件
は
、
歴
史
的
に
も
今
日
的
に
も
、
教
育
の
実
態
を
規
定
す
る
力
が
大
き
く
、

そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、、
教
育
の
モ

ノ
的
環
境
や
条
件
、
す
な
わ
ち
、
広
義
の
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
生
と
そ
の

成
立
、
普
及
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、「
生
活
的
、
民
族
的
な
側
面
に

も
当
然
そ
の
視
野
が
及
ぶ
」(

4)

こ
と
に
な
り
、
文
化
の
違
い
に
応
じ
て
多
様

soeda
テキストボックス
「『比較教育風俗』再考」、比較教育風俗研究会『研究談叢比較教育風俗』第10号、1～17頁、平成19（2007）年5月



―2― 

な
あ
り
方
と
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
教
具
の

文
化
誌
的
視
角
（
と
い
う
意
味
は
、
広
く
文
化
の
中
で
の
比
較
検
討
、
と
い
う

こ
と
）
か
ら
の
吟
味
」(

5)

は
、
こ
れ
ま
で
教
育
学
研
究
の
中
で
は
軽
視
さ
れ

て
き
た
も
の
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
後
、
教
育
の
実
態
に
迫
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
「
比
較
教
育

風
俗
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。『
研
究
談
叢 

比
較
教
育
風
俗
』
第
一
号
の
中
で
、
石
附
は
、「
教
育
風
俗
」
を
「
あ
る
集
団
・

時
代
に
特
徴
的
な
教
育
の
現
実
の
日
常
生
活
に
見
ら
れ
る
な
ら
わ
し
」(

6)

と

定
義
し
て
い
る
。
石
附
は
、
複
数
の
辞
書
を
総
合
し
、「
風
」
も
「
俗
」
も
、
と

も
に
「
な
ら
わ
し
」
の
意
味
が
あ
り
、「
風
俗
」
と
は
、「
あ
る
集
団
・
時
代
に

特
徴
的
な
現
実
の
日
常
生
活
に
見
ら
れ
る
な
ら
わ
し
」
で
あ
る
と
ま
と
め
て
お

り
、「『
あ
る
集
団
…
…
に
特
徴
的
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の
個
人
で
な
い
、『
ふ

つ
う
の
人
』（
大
衆
）
の
意
味
で
あ
る
」(

7)

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
風
俗

の
定
義
中
の
「
現
実
の
日
常
生
活
に
見
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、

「
教
育
に
お
け
る
日
常
生
活
と
関
連
す
る
側
面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
教

育
の
自
然
的
、
基
層
的
な
部
分
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
教
育

の
制
度
、
政
策
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
表
面
的
、
形
式
的
な
段
階
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
制
度
、
政
策
と
い
う
外
皮
に
現
わ
れ
た
『
結

果
』
よ
り
も
、
よ
り
内
実
へ
、
さ
ら
に
は
深
く
『
原
因
』
そ
の
も
の
に
迫
る
こ

と
」(

8)

で
あ
る
と
し
、教
育
風
俗
に
着
目
す
る
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。 

 

比
較
教
育
風
俗
研
究
会
が
発
足
し
た
頃
に
、
石
附
は
、
比
較
教
育
学
研
究
の

あ
り
方
に
つ
い
て
「
教
育
比
較
へ
の
三
視
点
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
本
研
究
会
の
趣
旨
が
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
長
く
な
る

が
、
以
下
に
引
用
す
る
。 

 

 

教
育
を
文
化
の
広
が
り
で
捉
え
、
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、

一
つ
の
試
み
と
し
て
、
私
は
、「
教
育
風
俗
の
比
較
文
化
的
研
究
」
と
い
う

共
同
研
究
を
始
め
た
。
こ
れ
は
、（
中
略
＝
引
用
者
）「
国
」
の
法
律
や
規

則
に
よ
る
制
度
、
組
織
と
か
、
政
治
体
制
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
上

か
ら
の
観
念
的
、
作
為
的
な
側
面
か
ら
教
育
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、

歴
史
的
に
下
か
ら
生
ま
れ
伝
え
ら
れ
、
人
々
の
生
活
文
化
の
中
に
息
づ
い

て
い
る
教
育
の
実
態
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
意
図
し
た
か
ら
で
あ
る
。（
中

略
＝
引
用
者
） 

 
学
校
の
内
外
で
広
く
教
育
が
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
な
る
べ
く
、
目
に

見
え
る
、
具
体
的
、
直
接
的
な
教
育
の
営
み
な
り
姿
か
ら
、
教
育
の
実
像

を
捉
え
よ
う
と
す
る
一
助
と
し
て
の
概
念
を
、「
教
育
風
俗
」
と
考
え
る
の

で
あ
る
。（
中
略
＝
引
用
者
） 

 

子
ど
も
の
出
生
前
の
教
育
（
胎
教
な
ど
）
か
ら
、
人
生
の
長
い
ラ
イ
フ
・
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ス
テ
ー
ジ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
方
を
、
モ
ノ
、
コ
ト
、
コ

ト
バ
の
三
つ
の
面
か
ら
、「
な
ら
わ
し
」と
な
っ
て
い
る
事
が
ら
を
中
心
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
民
族
の
文
化
圏
ご
と
に
比
較
し
て
み
よ
う
と
い
う
の

が
、

終
的
な
ね
ら
い
で
あ
る
。 

 

こ
と
新
し
く
「
教
育
風
俗
」
と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
に
着
目
し
よ
う
と

す
る
理
由
は
、
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
具
体
か
ら
本
質
（
ベ
ー
シ
ッ
ク
な

も
の
）
へ
迫
る
こ
と
、（
中
略
＝
引
用
者
）
は
っ
き
り
と
具
体
的
、
即
物
的

に
、
目
に
見
え
る
も
の
か
ら
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
教
育
を
規
定
し
て
い

る
よ
り
大
き
な
力
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
教
育
を
よ
り
全
体

的
（
ト
ー
タ
ル
）
に
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
個
別
的
、
派
生
的
な
局
面

か
ら
で
は
な
し
に
、
そ
れ
ら
個
々
の
事
が
ら
を
包
み
込
む
全
体
と
し
て
の

教
育
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
は
、
各
民
族
文
化

圏
の
伝
統
的
（
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
）、
土
着
的
な
、
と
き
に
は
、
む
し
ろ
、

非
意
図
的
、
自
然
的
な
教
育
に
こ
そ
比
重
を
大
き
く
置
い
て
考
察
す
る
こ

と
、
な
ど
で
あ
る
。 

 

い
ま
進
め
て
い
る
共
同
の
比
較
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
、
各

人
が
個
々
の
地
域
（
国
別
）
を
担
当
し
て
、
共
通
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
、

作
業
を
進
め
る
、と
い
う
研
究
の
や
り
方
は
と
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
方
式
で
は
、
形
の
上
で
は
各
国
別
比
較
の
体
裁
は
整
っ
て
も
、

け
っ
き
ょ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
分
担
内
で
は
「
比
較
」
の
吟
味
が
薄
れ
、

比
較
の
な
い
比
較
研
究
に
陥
り
や
す
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
参
加
メ
ン
バ

ー
（
各
国
・
地
域
別
担
当
者
）
が
、
日
本
と
自
己
の
担
当
す
る
外
国
の
、

も
違
う
と
思
わ
れ
る
「
教
育
風
俗
」
を
一
つ
取
り
上
げ
、「
国
」
に
と
ら

わ
れ
ず
、
民
族
の
生
活
文
化
に
ま
で
進
ん
で
、
と
き
に
は
「
国
」
境
を
超

え
て
の
比
較
を
試
み
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

む
ろ
ん
、
比
較
教
育
が
す
べ
て
こ
う
し
た
や
り
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
強
調
し
た
い
の
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、「
教
育
」
と
い
う
領
分
を
超
え
て
で
も
、
広
く
生
活
文
化
の
な
ら
わ
し

そ
の
も
の
に
ま
で
至
っ
て
、
教
育
の
比
較
の
作
業
を
や
っ
て
み
る
と
い
う

点
に
、
一
つ
の
実
験
的
試
行
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

う
し
た
各
人
の
「
比
較
」
の
成
果
を
重
積
さ
せ
て
、
日
本
の
教
育
の
特
質

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
、
と
い
う
の
が
究
極
的
な
目
標
で
あ
る
。(

9) 

  
石
附
が
比
較
教
育
学
研
究
に
お
い
て
、「
教
育
風
俗
」
を
比
較
す
る
こ
と
を
重

視
し
た
理
由
と
し
て
、「
教
育
風
俗
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
の
実

態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
質
的
な
比
較
考
察
を
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
ふ
た
つ
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
。
そ

の
こ
と
は
、
前
掲
の
「
教
育
比
較
へ
の
三
視
点
」
の
冒
頭
か
ら
も
窺
え
る
。 
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従
来
の
比
較
教
育
学
の
研
究
史
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
と
く
に
、
教
育
比

較
の
歴
史
的
研
究
、
す
な
わ
ち
比
較
教
育
史
と
呼
ん
で
よ
い
領
域
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
の
点
に
わ
た
り
、
提
言
め
い
た
事
が
ら
を
述
べ
る
こ
と
に

し
た
い
。 

 

ま
ず
、
そ
う
し
た
提
言
を
行
う
理
由
な
り
背
景
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く

必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
比
較
教
育
学
で
あ
れ
比
較
教
育
史
で
あ

れ
、
果
た
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
「
比
較
」
が
本
当
に
な
さ
れ
て
い

た
の
か
、
と
い
う
率
直
な
疑
問
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
内
外
の
比
較
教

育
の
研
究
成
果
と
し
て
の
著
作
物
や
論
文
、
学
会
発
表
等
で
、
な
る
ほ
ど

各
国
の
教
育
の
あ
れ
こ
れ
の
項
目
が
比
較
の
形
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の

は
多
か
っ
た
し
、
今
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
並
べ
て
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
い
。 

 

教
育
比
較
に
あ
た
っ
て

も
重
要
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
教
育

の
実
態
の
把
握
、
分
析
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
教
育
の
実
態
に
迫
っ
て
、

比
較
を
行
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。 

 

や
や
同
じ
事
情
は
、
教
育
史
の
場
合
に
も
い
え
そ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
の

教
育
史
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
思
想
史
、
人
物
史
、
制
度
史
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
大
事
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
思
想
な
り
人
物
な
り
と
現
実

の
教
育
実
態
と
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
理
想
と
現
実
と
の
ズ
レ
が
究
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
比
較
教
育
も
教
育
史
も
、
と
も
に
、
そ

う
し
た
対
象
と
な
る
教
育
の
実
態
に
接
近
す
る
努
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(

10) 

 

石
附
は
、
比
較
・
国
際
教
育
学
研
究
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
上

で
も
比
較
教
育
風
俗
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。 

 

日
本
比
較
教
育
学
会
で
は
、『
比
較
教
育
学
研
究
』第
二
五
号
の
特
集
と
し
て
、

「
比
較
教
育
学
の
新
展
開
―
そ
の
可
能
性
と
展
望
」と
い
う
企
画
を
組
ん
だ
が
、

石
附
は
、「
教
育
学
研
究
に
お
け
る
比
較
・
国
際
教
育
学
の
役
割
」
と
題
し
た
論

文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
石
附
に
よ
る
と
、
比
較
・
国
際
教
育
学
の
果
た
す
べ
き

役
割
と
し
て
、
ま
ず
、
外
国
や
世
界
の
教
育
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

比
較
と
関
係
の
観
点
か
ら
、
国
の
境
や
文
化
の
壁
の
接
点
に
立
っ
て
、
自
他
の

教
育
を
相
対
的
に
見
る
視
点
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
石
附
は
懸
念
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ど
の
教
育
学
の
分
野
で
あ

っ
て
も
、
調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
盛
ん
に

進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
点
の
み
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
比
較
・

国
際
教
育
学
の
存
在
意
義
は
霞
ん
で
し
ま
う
。
石
附
は
、
比
較
・
国
際
教
育
学

の
存
在
意
義
は
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
教
育
の
全
体

像
に
対
す
る
包
括
的
な
把
握
の
仕
方
」(

11)

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
「
包
括
的
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把
握
」
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、「
対
象
と
す
る
国
・
地
域
の
教

育
を
部
分
的
、
細
分
的
に
狭
く
見
る
の
で
は
な
く
基
底
的
な
特
性
に
も
た
え
ず

目
を
向
け
」、「
総
体
と
し
て
の
教
育
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
」
と
い
う
「
全
体
性
」

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
検
討
し
よ
う
と
す
る
事
項
な
り
問
題
が
他
の
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
な
り
問
題
な
ど
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
各
部

分
は
あ
く
ま
で
全
体
と
し
て
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
」(

12)

と
い
う
関
係

性
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
石
附
は
、
こ
の
全
体
性
と
関
連
性
に
た
え
ず
留
意
し

つ
つ
、
当
の
国
・
地
域
の
教
育
を
包
括
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
の
一
つ

と
し
て
、
教
育
風
俗
の
比
較
を
提
唱
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
教

育
を
文
化
の
広
が
り
で
捉
え
る
試
み
で
あ
り
、
法
律
や
規
則
に
よ
る
制
度
、
組

織
と
か
、
政
治
体
制
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
い
わ
ば
上
か
ら
の
観
念
的
か

つ
作
為
的
な
側
面
か
ら
教
育
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
下
か
ら
生

ま
れ
伝
え
ら
れ
、
人
々
の
生
活
文
化
の
な
か
に
根
づ
い
て
い
る
教
育
の
実
態
そ

の
も
の
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
あ
る
」(

13)

と
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
比
較
教
育
風
俗
」
の
概
念
を
用
い
、
そ
の
視
角
か
ら
研
究
を

す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
、
比
較
の
あ
る

比
較
教
育
研
究
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
全
体
性
と
関
連
性
に
留
意
し
つ
つ
教
育

現
象
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

 

三
．「
比
較
教
育
風
俗
」
を
他
の
表
現
で
代
替
で
き
な
い
の
か 

  

前
節
で
は
紙
幅
を
使
っ
て
、「
比
較
教
育
風
俗
」
の
定
義
と
そ
の
意
義
に
つ
い

て
論
じ
た
。
非
常
に
重
要
な
研
究
視
角
で
あ
り
、
ま
た
、
研
究
上
有
益
な
概
念

で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、「
比
較
教
育
風
俗
」
と
い
う
表
現
は
、

一
般
に
即
座
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
と
は
言
い
が
た
い
。と
い
う
の
は
、「
風
俗
」

と
い
う
言
葉
に
は
、「
あ
る
時
代
や
あ
る
社
会
に
お
け
る
、
生
活
上
の
習
わ
し
や

し
き
た
り
」
と
い
う
意
味
の
他
に
、「
風
俗
営
業
」
や
「
身
な
り
、
服
装
」
と
い

っ
た
意
味
を
含
ん
で
お
り
、「
教
育
風
俗
」
と
い
う
表
現
を
耳
に
し
た
際
に
、
一

般
に
は
後
二
者
の
連
想
の
方
が
強
く
働
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
風
俗
」
と
い
う
言
葉
に
似
た
も
の
に
、「
文
化
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
用
い
た

「
教
育
文
化
」
は
、
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
研
究
対
象
が
学

校
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、「
学
校
文
化
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

「
教
育
風
俗
」
は
「
教
育
文
化
」
や
「
学
校
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
代
替
で
き

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
他
の
研
究
者
や
研
究
グ
ル
ー
プ
が
「
教
育
文
化
」
や

「
学
校
文
化
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、「
教
育
風
俗
」
か
ら
「
教
育
文
化
」「
学
校
文
化
」
へ
の
代
替
可
能

性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 
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◇
文
化
人
類
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

 

ま
ず
、
文
化
人
類
学
か
ら
「
教
育
文
化
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
例
と
し

て
、
九
州
大
学
教
育
学
部
付
属
比
較
教
育
文
化
研
究
施
設
（
比
研
）
を
取
り
上

げ
る
。
坂
元
一
光
に
よ
る
と
、「
比
研
で
は
設
立
の
主
要
な
目
的
と
し
て
『
世
界

の
教
育
文
化
の
比
較
研
究
』
が
う
た
わ
れ
、
以
後
、
教
育
文
化
の
語
は
組
織
研

究
の
学
際
性
や
協
同
性
を
支
え
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
教
育
文
化
は
組
織
的
な
学
際
研
究
を
進
め
る
た
め
に
案
出

さ
れ
た
一
種
の
作
業
概
念
と
し
て
の
色
彩
が
強
く
、
少
な
く
と
も
、

初
か
ら

明
確
な
規
定
を
与
え
ら
れ
た
語
で
は
な
か
っ
た
。（
中
略
＝
引
用
者
）
比
研
の
人

類
学
研
究
者
た
ち
は
、
暗
黙
の
共
通
理
解
に
も
と
づ
い
て
人
類
学
的
視
角
と
教

育
事
象
と
が
ク
ロ
ス
す
る
と
こ
ろ
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
（
と
考
え
た
）
現
象

や
問
題
群
を
、
と
り
あ
え
ず
教
育
文
化
の
語
で
包
括
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い

っ
た
」(

14)

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
比
研
の
人
類
学
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ

た
具
体
的
な
研
究
方
法
は
、
現
地
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）
と
そ
れ
に
も

と
づ
く
報
告
、
す
な
わ
ち
民
族
誌
（
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
的
手
法
」(

15)

で

あ
る
と
し
て
い
る
。
坂
元
は
、
民
族
誌
的
手
法
を
国
に
お
け
る
教
育
人
類
学
の

制
度
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
ス
ピ
ン
ド
ラ
ー
（G. Spindler

）
の
分
類
に
従
っ

て
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
教
育
民
族
誌
（educational 

ethnography

）
は
「
学
校
に
関
連
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
教
育

的
な
過
程
（processes

）
を
対
象
と
す
る
研
究
」
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
学
校
民
族
誌
（ethnography of schooling

）
は
「
学
校
に
お
け
る

意
図
的
教
育
や
文
化
化
の
過
程
の
研
究
（
遊
び
場
や
遊
び
仲
間
、
同
年
集
団
、

学
校
内
暴
力
な
ど
の
学
校
生
活
に
関
す
る
研
究
を
含
む
）」(

16)

で
あ
る
。
そ
し

て
、
比
研
の
人
類
学
者
た
ち
の
教
育
文
化
研
究
は
、「
特
定
の
課
題
設
定
に
も
と

づ
き
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
民
族
文
化
や
社
会
構
造
、
あ
る
い
は
宗
教
的
価

値
体
系
な
ど
学
校
外
の
社
会
的
、
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
目
し
、
そ
れ
を

基
点
と
し
て
学
校
教
育
を
参
照
し
て
い
く
よ
う
な
マ
ク
ロ
あ
る
い
は
エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
（
文
化
生
態
学
的
）（Ogbu 1981 

引
用
者
注
＝
原
典
の
注
に
よ
れ
ば
、

Ogbu, 
J. 

1981 
'School 

Ethnography: 
multilevel 

approach', 

Anthropology & Education Quarterly, Vol.12(1), 3-29

）
な
視
点
を

特
徴
と
し
て
い
た
」(

17)

と
い
う
。
ど
う
や
ら
研
究
の
起
点
は
、
学
校
外
の
文

化
的
生
態
に
あ
り
、
学
校
や
教
育
そ
の
も
の
を
直
接
の
対
象
に
は
し
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
比
研
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
江
淵
一
公
は
、
石
附
の
「
教

育
風
俗
」
に
言
及
し
て
、
比
研
の
教
育
文
化
研
究
の
方
向
性
を
提
案
し
た
こ
と

も
あ
っ
た(
18)

よ
う
で
あ
る
。 

◇
教
育
社
会
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

 

学
校
文
化
に
は
、教
育
社
会
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。

友
田
泰
正
は
、『
学
校
文
化
―
深
層
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
と
い
う
著
作
の
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序
章
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

 

い
ま
、
な
ぜ
学
校
文
化
と
い
う
質
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
容

易
で
は
な
い
。
し
か
し
ひ
と
口
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
目
に
み
え
に
く
い

も
の
」
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
学
校
の
校
舎

や
運
動
場
、
生
徒
の
制
服
や
ス
タ
イ
ル
、
教
科
書
や
黒
板
、
テ
ス
ト
の
得

点
、
進
学
率
、
あ
る
い
は
法
律
や
校
則
な
ど
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
い
つ

で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
に
み
え
る
も
の
の
背
後
で

現
実
を
規
定
し
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
す
べ
て
が
混

沌
と
し
て
き
て
、
す
っ
き
り
と
し
た
説
明
が
で
き
な
く
な
る
。 

 

日
本
の
小
・
中
学
校
の
校
舎
は
、
な
ぜ
今
日
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
な

っ
て
い
る
の
か
。
中
学
校
の
生
徒
は
、
な
ぜ
制
服
を
着
て
い
る
の
か
。
ほ

と
ん
ど
の
家
庭
、
企
業
、
役
所
で
冷
暖
房
が
完
備
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ

学
校
は
そ
う
な
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
教
師
や
親
に
暴
力
を
ふ
る
う
子
ど

も
が
い
る
の
か
。
な
ぜ
、
学
力
格
差
が
生
じ
、「
お
ち
こ
ぼ
れ
」
の
生
徒
が

生
ま
れ
る
の
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
限
り
な
く
続
く
が
、
答
え
は
な
か
な
か
明
ら
か
に

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
「
文
化
」
を
通
じ
て
迫
ろ
う

と
い
う
の
が
、
本
書
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
目
に
み
え
に
く
い
世
界
を
背

後
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
が
、
文
化
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。 

 

生
徒
に
は
生
徒
の
文
化
が
あ
り
、
教
師
に
は
教
師
の
文
化
が
あ
る
。
そ

し
て
、
教
師
と
生
徒
と
い
う
二
つ
の
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
授
業
を

中
心
と
し
て
日
々
教
育
を
行
っ
て
い
る
学
校
に
も
、
そ
れ
独
自
の
文
化
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
生
徒
が
生
活
す
る
家
庭
や
地
域
社
会
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
文
化
が
あ
る
し
、
青
少
年
を
対
象
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
世
界
に
も
若

者
文
化
が
あ
る
。
学
校
の
な
か
の
生
徒
文
化
は
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
・
地

域
・
マ
ス
コ
ミ
の
世
界
と
関
係
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る(

19)

。 

  

生
徒
文
化
、
教
師
文
化
、
他
校
と
区
別
さ
れ
る
学
校
の
個
性
と
し
て
の
学
校

文
化
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
家
庭
の
文
化
、
地
域
社
会
の
文

化
、
マ
ス
コ
ミ
が
作
り
出
す
文
化
な
ど
と
の
相
互
作
用
の
変
数
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 
一
方
、
同
じ
く
教
育
社
会
学
者
で
あ
る
志
水
宏
吉
は
、
学
校
文
化
を
次
の
よ

う
に
分
析
し
て
い
る
。 

 

 

従
来
「
学
校
文
化
」
は
、
機
能
主
義
的
な
観
点
か
ら
、
要
素
主
義
的
に

と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
辞
典
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、「
学
校
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文
化
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。 

 

学
校
文
化
：
学
校
集
団
の
全
成
員
あ
る
い
は
一
部
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
、

共
有
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
る
文
化
の
複
合
体
。
学
校
文
化
は
次
の
三
つ
の
要

素
か
ら
な
る
。 

 

（
１
）
物
質
的
要
素
：
学
校
建
築
、
施
設
・
設
備
、
教
具
、
衣
服
等
、

学
校
内
で
見
ら
れ
る
物
質
的
な
人
物
（
マ
マ
＝
事
物
）。 

 

（
２
）
行
動
的
要
素
：
教
室
で
の
教
授
＝
学
習
の
様
式
、
儀
式
、
行
事
、

生
徒
活
動
等
、
学
校
内
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
化
し
た
行
動
様
式
。 

 

（
３
）
観
念
的
要
素
：
教
育
内
容
に
代
表
さ
れ
る
知
識
・
ス
キ
ル
・
教

職
な
い
し
生
徒
集
団
の
規
範
、
価
値
観
、
態
度
。 

 

こ
の
定
義
は
、
学
校
文
化
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ア
イ
テ
ム

を
羅
列
的
に
並
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
は

あ
る
が
、
要
素
相
互
の
関
係
な
り
構
造
な
り
へ
の
言
及
が
な
い
た
め
何
と

も
そ
っ
け
な
い
。
実
際
、
わ
が
国
の
教
育
社
会
学
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
動

向
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、「
学
校
文
化
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
時
は
、
例
え
ば
あ
る
特
定
の
学
校
の
学
校
文
化
、
す
な
わ
ち
校
風
が
問

題
に
さ
れ
る
と
か
、
教
員
の
下
位
文
化
が
そ
れ
だ
け
切
り
離
さ
れ
て
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
学
校
文
化
な
る
も
の
は
、
非
常
に
断
片

的
に
焦
点
化
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ひ
と
こ
と
で
い
っ
て
し
ま
う
な

ら
、
機
能
主
義
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
下
で
学
校
文
化
は
、
個
々
の
構
成
要

素
が
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ト
ー
タ
ル
な
社
会
的

事
実
と
し
て
体
系
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

20) 

  

こ
の
よ
う
に
志
水
は
、
学
校
文
化
を
社
会
的
事
実
と
し
て
体
系
的
に
分
析
す

る
こ
と
を
強
調
し
た
。 

 

ま
た
、
木
原
孝
博
ら
は
、「
欧
米
で
は
一
九
七
〇
年
頃
を
境
に
し
て
、
わ
が
国

で
は
一
九
八
〇
年
頃
を
境
に
し
て
、〈
学
校
〉
研
究
か
ら
〈
学
校
文
化
〉
研
究
へ

の
地
す
べ
り
的
な
転
換
が
起
こ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
転
換
は
、
わ
が
国
で
は
、

「
学
校
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
何
な
の
か
と
い
う
問
い
」
と
「
学
校
は
社
会

的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
」
を
め
ぐ
っ
て
起

っ
た
と
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
学
校
教
育
は
、
そ
の
拡
大
・

発
展
は
基
本
的
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
学
校
は
本
来
的
に
〈
善
き
も
の
〉

で
あ
り
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、「
校
内
暴
力
・
い
じ
め
・
登
校
拒
否
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

〈
学
校
の
荒
廃
〉〈
学
校
病
理
〉
が
社
会
問
題
化
」
し
、「
子
ど
も
の
成
長
を
援

助
す
る
こ
と
が
学
校
の
役
割
で
あ
り
使
命
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
教
育
学
的

学
校
観
」
に
対
し
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
自
明
視
さ
れ
て
い
た
〈
学
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校
の
善
性
〉
に
対
す
る
不
信
と
〈
学
校
の
営
み
〉
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
問
が

噴
出
し
、
学
校
文
化
が
さ
か
ん
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。(

22) 

 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
学
校
と
い
う
機
関
が
果
た
す
機
能
で
あ

り
、
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
機
関
と
し
て
の
学
校
が
研
究
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
さ
き
に
引
用
し
た
友
田
の
概
念
で
は
、
個
々
の
学
校
の
も
つ
個
性
と
し
て

の
学
校
文
化
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
の
学
校
文
化
は
、
個
性
と
し
て
で

は
な
く
学
校
一
般
と
し
て
の
意
義
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。 

◇
そ
の
他
の
領
域
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

 

教
育
経
営
学
か
ら
も
学
校
文
化
に
対
す
る
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
岡
東

寿
隆
、
福
本
昌
之
ら
は
、
経
営
的
視
点
か
ら
学
校
組
織
文
化
の
成
熟
度
に
よ
っ

て
、
学
校
の
教
育
理
念
や
教
育
目
標
の
達
成
可
能
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る(

23)

。
ま
た
、
Ｔ
・
Ｅ
・
デ
ー
ル
、
Ｋ
・
Ｄ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
学
校
改

善
を
は
か
る
た
め
に
は
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー
が
学
校
文
化
を
形
成
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
と
の
主
張
を
、
企
業
文
化
論
の
知
見
を
基
盤
に
し
て
論
じ
て
い
る
。

(

24) 

 

教
育
思
想
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
沼
田
裕
之
、
加
藤
守
通
編
『
文

化
史
と
し
て
の
教
育
思
想
史
』が
あ
る
。「
一
つ
の
時
代
の
内
側
に
入
り
込
ん
で
、

名
も
な
き
人
々
と
共
に
同
時
代
を
生
き
て
、
感
じ
、
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
に

『
文
化
史
』
が
生
ま
れ
る
」
と
し
、「
大
思
想
家
紹
介
型
」
教
育
思
想
史
で
は
な

く
、「
教
育
思
想
の
思
想
史
」「
文
化
史
と
し
て
の
教
育
思
想
史
」
を
提
唱
し
て

い
る(

25) 

。「
思
想
」
に
着
目
し
て
い
る
も
の
の
、
実
態
と
し
て
の
文
化
史
に

迫
ろ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、教
育
風
俗
の
視
点
と
共
振
す
る
と
言
え
る
。 

 

異
文
化
理
解
・
異
文
化
交
流
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
同
志
社
大
学

教
育
文
化
研
究
室
の
「
教
育
文
化
学
」
が
あ
る
。 

 

 

教
育
文
化
と
い
う
用
語
に
対
し
て
宮
澤
康
人
は
「
学
問
的
市
民
権
を
み

と
め
ら
れ
て
い
な
い
概
念
」（『
教
育
文
化
論
―
発
達
の
環
境
と
教
育
関

係
』）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
確
な
概
念
を
持
っ
た
学
問
体
系
で
は
な

い
。
宮
澤
は
「
教
育
文
化
」
を
「
あ
る
集
団
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ

れ
共
有
さ
れ
た
、
次
世
代
育
成
に
関
わ
る
生
活
の
仕
方
」
と
定
義
し
て
い

る
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
に
ほ
ぼ
近
い
意
味
合
い
で
理
解
し
て
い
る
。
し
か

し
、
文
化
形
成
を
一
国
の
国
民
国
家
の
枠
組
内
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

国
境
を
越
境
し
て
交
わ
る
、
文
化
交
流
の
視
点
で
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ

る
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
る
。(

26) 

  

宮
澤
の
「
教
育
文
化
」
の
定
義
は
、「
教
育
風
俗
」
の
定
義
に
近
い
。
ま
た
、

こ
の
著
作
は
、
西
洋
の
教
育
情
報
移
入
に
つ
い
て
の
章
（
越
水
雄
二
「
日
本
の

近
代
教
育
と
西
洋
教
育
思
想
」
も
含
め
、
文
化
交
流
、
文
化
変
容
、
異
文
化
理
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解
教
育
、
国
際
文
化
交
流
、
多
文
化
共
生
な
ど
、「
比
較
・
国
際
教
育
学
」
の
う

ち
の
「
国
際
」
に
関
わ
る
領
域
を
主
に
扱
い
、
教
育
文
化
を
動
態
と
し
て
捉
え

て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。 

 

臼
井
博
は
、
認
識
と
文
化
九 

ア
メ
リ
カ
の
学
校
文
化 

日
本
の
学
校
文
化

―
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
』
の
中
で
、
教
育
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
知

的
課
題
へ
の
対
処
様
式
・
構
え
、
知
的
課
題
の
取
り
組
み
に
お
け
る
熟
慮
性
、

知
的
達
成
行
動
の
意
味
づ
け
と
動
機
づ
け
シ
ス
テ
ム
、
教
室
に
お
け
る
学
習
と

学
業
達
成
〔
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
な
ど
〕、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
と
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
方
略
、
教
師
文
化
、
等
に
つ
い
て
日
米
の
比
較
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。(

27) 

 

中
谷
彪
は
、『
教
育
風
土
学
―
牧
畜
肉
食
文
化
と
稲
作
農
耕
文
化
の
教
育
問
題

―
』
の
中
で
、
日
米
の
教
育
文
化
を
食
文
化
の
違
い
か
ら
考
察
。「
ガ
ン
バ
レ
」

教
育
観
、
習
熟
度
別
学
級
編
制
、
い
じ
め
、
国
旗
・
国
家
、
教
師
の
評
価
（
勤

務
評
定
）、学
級
崩
壊
、体
罰
な
ど
に
つ
い
て
も
比
較
考
察
を
行
っ
て
い
る
。(

28) 

 

梶
田
正
巳
は
、
学
校
現
場
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
結
果
を
踏
ま
え
て
、『
学
び

の
教
育
文
化
誌 

（
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ)

』
の
中
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

題
名
に
「
教
育
文
化
誌
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
行
っ
た
結
果
の
記
述
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。(

29) 

 

福
田
誠
治
は
、『
人
間
形
成
か
ら
み
た
比
較
文
化
―
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・

旧
ソ
連
・
日
本
の
教
育
と
社
会
―
』
の
中
で
、
な
ぜ
今
、
日
本
に
文
化
か
、
教

育
の
違
い
は
文
化
の
違
い
、
一
つ
の
国
の
文
化
は
い
つ
も
同
じ
か
、
一
つ
の
国

に
は
一
つ
の
文
化
か
、
民
族
に
優
劣
は
つ
け
ら
れ
る
の
か
、
民
族
を
超
え
て
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
産
業
主
義
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
考
し
て
い
る
。
教
育
論

よ
り
も
日
本
文
化
論
を
主
と
し
て
い
る
。(

30) 

 

中
野
光
は
、『
学
校
文
化
と
子
ど
も
の
自
主
活
動
』
の
中
で
、
文
化
を
生
活
指

導
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。(

31) 

 

小
河
成
美
は
、『
英
米
教
育
風
土
記
』
な
ど
も
、
教
育
文
化
・
学
校
文
化
を
扱

っ
て
い
る
。(

32) 

 

以
上
、
走
り
足
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
同
じ
「
教
育
文
化
」「
学
校
文
化
」
と

い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ず
い
ぶ
ん
と
違
う
概
念
と
文
脈
で
論
じ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

四
．
佐
藤
秀
夫
の
「
学
校
の
文
化
史
」 

  

比
較
教
育
風
俗
と
類
似
し
た
枠
組
を
い
だ
き
な
が
ら
業
績
を
蓄
積
し
て
き
た

研
究
者
が
い
る
。
佐
藤
秀
夫
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
佐
藤
の
研
究
を
独
立
さ
せ

て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

佐
藤
は
日
本
近
現
代
の
教
育
制
度
史
や
教
育
政
策
史
に
お
い
て
緻
密
な
業
績
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を
残
し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
が
、
一
方
で
、『
教
育
の
文
化
史
』（
阿
吽
社
、

二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
四
冊
か
ら
な
る
シ
リ
ー
ズ
や
、『
ノ
ー
ト
や

鉛
筆
が
学
校
を
変
え
た
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
。 

 

佐
藤
の
研
究
は
、
次
の
三
点
に
お
い
て
、「
比
較
教
育
風
俗
」
と
の
共
通
点
が

見
出
せ
る
。 

 

第
一
は
、
佐
藤
が
、「
政
策
者
の
意
図
を
探
る
政
策
史
や
制
度
史
、
偉
大
な
思

想
家
や
教
師
の
書
き
の
こ
し
た
も
の
を
学
ぶ
思
想
史
な
ど
、
既
存
の
教
育
史
だ

け
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
」(

33)

「
慣
行
の
束
」(
34)

に
注
目
し
、「
教
育
慣
行

史
」(

35)

、「
教
育
事
実
史
」(

36)

を
描
こ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
沼

田
ら
が
、「
大
思
想
家
紹
介
型
」
教
育
思
想
史
で
は
な
く
、「
教
育
思
想
の
思
想

史
」「
文
化
史
と
し
て
の
教
育
思
想
史
」
を
提
唱
し
て
い
る(

37)
こ
と
と
軌
を
一

に
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

第
二
は
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、「
比
較
教
育
風
俗
」
も

佐
藤
も
、
道
具
な
ど
の
「
も
の
」
や
「
時
間
」「
空
間
」、
そ
し
て
行
事
・
儀
式

な
ど
の
具
体
的
な
「
こ
と
」
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
ノ
ー
ト
や
鉛
筆

が
学
校
を
変
え
た
』
の
「
は
じ
め
に
」
に
あ
る
シ
リ
ー
ズ
の
構
想
や
、『
教
育
の

文
化
史
』
シ
リ
ー
ズ
の
目
次
、『
学
校
こ
と
は
じ
め
事
典
』（
小
学
館
、
一
九
八

七
年
）
の
項
目
な
ど
と
「
比
較
教
育
風
俗
」
が
対
象
と
し
て
い
る
事
象
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
っ
て
い
る
。 

 

第
三
は
、
現
代
的
課
題
を
考
え
る
に
し
て
も
、
歴
史
的
考
察
が
必
要
で
あ
る

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
教
育
史
研
究
者
の
佐
藤
は
教
育
史
研
究
の
文
脈
か
ら

学
校
の
文
化
史
に
着
手
し
て
お
り
、
佐
藤
に
と
っ
て
歴
史
的
考
察
は
い
わ
ば
自

明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
日
本
近
代
の
海
外
留
学
史
研
究
で
若
い
時
期
に

学
位
を
取
得
し
た
石
附
に
と
っ
て
も
歴
史
研
究
は
自
ら
の
研
究
基
盤
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
ま
た
、
石
附
が
比
較
教
育
学
の
理
論
枠
組
を
模
索
す
る
際
に
影
響
を

受
け
た
と
し
て
い
る
ウ
ル
セ
ル
の
『
比
較
哲
学
』
も
歴
史
的
考
察
の
重
要
性
を

述
べ
て
い
る(

38)

。
も
っ
と
も
「
比
較
教
育
風
俗
」
と
い
う
用
語
に
は
、「
史
」

と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
必
須
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
歴

史
的
考
察
を
含
む
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
比
較
教
育
風
俗
」

研
究
は
「
比
較
教
育
風
俗
史
」
研
究
で
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。 

 

こ
こ
で
、「
比
較
教
育
風
俗
」
と
佐
藤
の
研
究
と
の
差
異
を
敢
え
て
挙
げ
る
な

ら
、
次
の
二
点
と
な
ろ
う
。 

 
ま
ず
、
佐
藤
の
研
究
が
、
事
実
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
よ
り
も
、
や

や
事
実
史
そ
の
も
の
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の

『
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
が
学
校
を
変
え
た
』
で
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
端
的
に
示
す

よ
う
に
大
胆
な
意
味
づ
け
が
教
育
史
研
究
に
刺
激
を
与
え
た
点
は
お
お
い
に
評

価
で
き
る
が
、
鉛
筆
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
詳

細
に
亘
り
す
ぎ
、
そ
の
教
育
史
的
文
脈
を
見
失
っ
て
し
ま
う
箇
所
が
少
な
か
ら
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ず
あ
る
。
も
っ
と
も
、
佐
藤
自
身
は
、「
事
実
や
『
も
の
』
を
通
じ
て
、
そ
の
時

点
に
お
け
る
教
育
を
め
ぐ
る
人
々
の
意
識
や
思
考
の
あ
り
よ
う
を
探
っ
て
み
た

い
と
志
し
て
い
る
」(
39)

と
述
べ
て
い
る
し
、
実
際
に
、
詳
細
な
「
事
実
」
の

記
述
や
来
歴
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
そ
の
教
育
史
的
・
現
代
的
意
義
を
考
察
し

て
い
る
。
佐
藤
の
業
績
の
真
価
は
、
緻
密
な
事
実
史
と
く
に
道
具
等
の
発
達
史

の
記
述
に
あ
る
と
考
え
る
し
、
佐
藤
の
政
策
史
・
制
度
史
研
究
に
お
け
る
膨
大

な
研
究
業
績
に
も
敬
意
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
つ
も
り
は

ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
佐
藤
の
「
学
校
の
文
化
史
」
研
究
に
比
べ
る
と
「
比

較
教
育
風
俗
」
研
究
は
、
事
実
や
慣
行
の
も
つ
歴
史
的
・
文
化
的
・
社
会
的
意

義
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
す
る
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
第
二
点
と
も
関
連
し
て
い
る
。 

 

第
二
点
は
、「
比
較
教
育
風
俗
」
に
は
「
比
較
」
が
あ
る
点
で
あ
る
。
ウ
ル
セ

ル
は
「
比
較
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
客
観
的
・
実
証
的
に
分
析
が
可
能
で
あ

る
と
し
て
い
る(

40)

が
、「
比
較
」
の
有
用
性
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
他
国

（
地
域
）
の
事
象
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
「
あ
た
り
ま
え
」
と

思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
あ
た
り
ま
え
で
は
な
く
、
歴
史
的
・
文
化
的
・
社
会
的

な
文
脈
に
よ
っ
て
特
徴
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
習
慣
化
、
日
常
化
に
よ
っ
て
「
受
信
濾
過
」
作
用(

41)

を
無
意
識
の
う
ち
に
経
験
す
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
自
明
性
」
は
、
事
象
が

内
在
し
て
い
る
価
値
や
意
味
を
隠
蔽
し
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
。「
比
較
」
の
手
法

は
、
受
信
濾
過
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
ず
に
い
た
意
味
を
意
識
下
か
ら
発
掘
し
、

相
対
化
・
客
観
化
す
る
効
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
教
育
学
が

異
文
化
接
触
の
経
験
者
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
経
緯
と
符

牒
す
る
し
、
ま
た
、
石
附
が
「
比
較
・
国
際
教
育
学
」
を
提
唱
し
た
こ
と(

42)

と
通
底
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
が
、
第
一
点
目
と
し
て
触
れ
た
「
比
較
教

育
風
俗
」
が
歴
史
的
・
文
化
的
・
社
会
的
意
義
の
分
析
・
考
察
に
、
よ
り
傾
斜

す
る
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
比
較
」
す
る

と
は
、
単
に
並
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
差
異
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

五
．
ま
と
め 

  
第
三
節
で
み
た
よ
う
に
、「
教
育
文
化
」「
学
校
文
化
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
研
究
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
し
か
も
、
多
種
多
様
の
概

念
と
し
て
、
千
差
万
別
の
文
脈
に
お
い
て
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
佐

藤
秀
夫
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
比
較
教
育
風
俗
」
の
手
法
と

よ
く
て
似
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、「
比
較
教
育
風
俗
」
が
モ
ノ
や
コ
ト

が
歴
史
的
、
地
理
的
、
人
的
環
境
の
下
で
帯
び
て
い
る
意
義
や
意
味
の
解
釈
に
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志
向
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、「
比
較
」
そ
し
て
「
歴
史
」
の
手
法
を
持
ち
込
む

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客
観
的
な
考
察
が
可
能
と
な
っ
た
り
、
日
常
的
す
ぎ
て
「
習

慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
が
な
さ
れ
て
い
る
事
象
を
可
視
化
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

 

「
風
俗
」
と
い
う
単
語
は
、
石
附
が
「
学
問
的
に
は
多
少
無
理
な
表
現
」(

43)

と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も

善
の
用
語
で
は
な
い
。「
教
育
文
化
」
と

い
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
「
教
育

風
俗
」
の
英
語
訳
をeducational culture

と
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
教
育

文
化
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
概
念
が
広

く
、
研
究
枠
組
と
し
て
「
比
較
教
育
風
俗
」
が
目
指
す
べ
き
も
の
が
拡
散
し
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
、
し
ば
ら
く
は
「
比
較
教
育
風
俗
」
と
い
う
用
語
を
用
い
続

け
る
こ
と
に
し
た
い
。。 

 

し
か
し
、
用
語
の
こ
と
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
こ
の
研
究
枠
組
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
な
研
究
が
可
能
と
な
り
、
ど
の
よ
う
な
知
見
が
蓄
積
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
比
較
教
育
風
俗
」
の
研
究
枠
組
を
使
う
と
、
こ
ん
な
に
面
白
い

研
究
が
で
き
る
、
こ
ん
な
新
た
な
知
見
が
発
掘
で
き
る
、
こ
の
よ
う
に
し
て
諸

学
会
の
研
究
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
よ
う
な
論
文
を
執
筆
し
発
信

す
る
こ
と
で
あ
る
。
石
附
は
か
つ
て
、
比
較
教
育
学
会
の
研
究
動
向
を
俯
瞰
し

て
、「
比
較
教
育
学
学、
」
が
盛
ん
な
わ
り
に
は
、
そ
の
理
論
枠
を
駆
使
し
た
研
究

が
育
っ
て
い
な
い
こ
と
に
苦
言
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て

今
一
度
石
附
の
業
績
を
読
み
か
え
す
と
、「
比
較
教
育
風
俗
」
な
ど
の
研
究
枠
組

に
つ
い
て
提
唱
し
て
い
る
よ
う
な
論
文
の
後
半
部
分
に
は
、
必
ず
各
論
と
し
て

の
具
体
的
な
考
察
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
包
括
的
な
視
野
を
も

つ
理
論
部
分
に
比
較
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
の
各
論
で
は
、
と
て
も
網
羅

的
な
構
成
と
は
言
え
ず
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
論
文
な
い
し
は
章
と
し
て
見
る

と
、
明
ら
か
に
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
て
不
自
然
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ま
で

私
は
あ
る
種
の
違
和
感
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

実
は
、「
学
学、
」
に
留
ま
ら
ず
「
応
用
問
題
」
も
解
い
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
石
附
の
真
摯
な
学
究
態
度
の
表
れ
で
あ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
に
今
更
な
が
ら
気
づ
き
、
頓
首
の
思
い
で
あ
る
。 

  
 
 

注 

（
1
）
石
附
実
「
序
説
・
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

―
近
代
教
育
と
教
具
―
」『
人

文
研
究
』、大
阪
市
立
大
学
文
学
部
、第
四
一
巻
第
九
分
冊
、平
成
二(

一

九
九
〇)

年
、
五
一
八
頁
。 

（
2
）
同
右
書
、
五
一
九
頁
。 

（
3
）
同
右
書
、
五
二
〇
頁
。 

（
4
）
同
右
。 
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（
5
）
同
右
書
、
五
三
四
頁
。 

（
6
）石
附
実「
教
育
風
俗
の
比
較
文
化
的
研
究
へ
の
序
説
」〔『
研
究
談
叢 

比

較
教
育
風
俗
』
第
一
号
、
平
成
三(

一
九
九
一)

年
、
二
頁
。 

（
7
）
同
右
書
、
一
～
二
頁
。 

（
8
）
同
右
書
、
二
頁
。 

（
9
）
石
附
実
「
教
育
比
較
へ
の
三
視
点
」〔
江
藤
恭
二
監
修
、
篠
田
弘
・
鈴

木
正
幸
編『
教
育
近
代
化
の
諸
相
』名
古
屋
大
学
出
版
会
〕、平
成
四(

一

九
九
二)

年
、
三
三
三
～
三
三
四
頁
頁
。 

（
10
）
同
右
書
、
三
二
九
～
三
三
〇
頁
頁
。
な
お
、「
教
育
比
較
へ
の
三
視
点
」

の
三
視
点
と
は
、
比
較
文
化
教
育
学
、
教
育
博
物
学
、
教
育
図
像
学
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
比
較
文
化
教
育
学
を
論
ず
る
節
で
は
、「
比
較

教
育
に
あ
っ
て
は
、
比
較
『
国
』
際
と
比
較
『
文
化
』
際
の
両
方
の
次

元
な
り
側
面
を
含
む
」
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、「
文
化
」
の
実

態
に
迫
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、比
較
教
育
風
俗
研
究
を
紹
介
し
て
い

る
。
ま
た
、
教
育
博
物
学
の
節
で
は
、「
教
育
風
俗
」
の
中
の
モ
ノ
に

関
す
る
側
面
が
、教
育
博
物
学
の
視
角
で
あ
る
と
し
て
い
る
。そ
し
て
、

図
像
学
の
節
で
は
、
日
本
の
中
世
・
近
世
史
研
究
や
西
洋
の
教
育
史
研

究
で
は
、
図
絵
類
つ
ま
り
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
を
活
用
す
る

研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、日
本
の
教
育
学
研
究
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
教
育
実
態
の
解
明
を
行
う
一
助
と
し
て
、
図
像
史
料

の
活
用
を
、
比
較
教
育
研
究
、
比
較
教
育
史
研
究
に
も
導
入
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。 

（
11
）
石
附
実
「
教
育
学
研
究
に
お
け
る
比
較
・
国
際
教
育
学
の
役
割
」〔
日

本
比
較
教
育
学
会
『
比
較
教
育
学
研
究
』
第
二
五
号
、
平
成
一
一(

一

九
九
九)

年
〕、
二
四
頁
。 

（
12
）
同
右
。 

（
13
）
同
右
書
、
二
四
―
二
五
頁
。 

（
14
）
坂
元
一
光
『
ア
ジ
ア
の
子
ど
も
と
教
育
文
化
―
人
類
学
的
視
角
と
方
法

―
』
九
州
大
学
出
版
会
、
平
成
一
八(

二
〇
〇
六)

年
、
四
頁
、
丸
カ
ッ

コ
内
は
原
文
。
以
下
同
様
。 

（
15
）
同
右
書
、
一
一
頁
。 

（
16
）
同
右
。 

（
17
）
同
右
書
、
一
二
頁
。 

（
18
）
同
右
書
、
一
九
頁
。 

（
19
）
友
田
泰
正
「
序
章 

い
ま
、
な
ぜ
学
校
文
化
か
」〔
長
尾
彰
夫
・
池
田

寛
編
『
学
校
文
化
―
深
層
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
東
信
堂
、
平
成

二(

一
九
九
〇)
年
〕、
三
～
四
頁
。 

（
20
）
志
水
宏
吉
「
学
校
文
化
論
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」〔
長
尾
彰
夫
・
池
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田
寛
編
『
学
校
文
化
―
深
層
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
東
信
堂
、
平

成
二(
一
九
九
〇)

年
〕、
一
五
～
一
六
頁
。
な
お
、
志
水
は
、
ア
メ
リ

カ
の
学
校
文
化
論
（
不
平
等
の
生
成
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
校
文
化
論

（
文
化
の
再
生
産
）
を
分
析
し
た
の
ち
、
わ
が
国
の
学
校
文
化
論
の
構

築
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。「
ま
ず
、
問
題
の
立
て
方

に
つ
い
て
。
わ
が
国
で
は
、「
学
校
文
化
」
は
社
会
階
層
的
な
基
盤
と

関
係
し
な
い
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
だ
っ
た
。ゆ
え

な
き
こ
と
で
は
な
い
と
は
い
え
、欧
米
の
学
校
文
化
論
は
必
ず
社
会
階

級
あ
る
い
は
社
会
集
団
へ
の
言
及
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、こ
の
点

を
無
視
し
て
は
、
学
校
文
化
へ
の
分
析
は
、
そ
れ
が
拠
っ
て
立
つ
社
会

的
な
基
盤
へ
の
考
慮
を
欠
い
た
浅
薄
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
」

と
し
、
ま
た
、「
学
校
文
化
論
を
よ
く
あ
る
日
本
文
化
論
の
一
変
種
と

し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。日
本
文
化
の
特
徴

を
、
欧
米
の
個
人
主
義
に
対
す
る
『
集
団
主
義
』
と
す
る
考
え
方
が
あ

り
、学
校
文
化
の
諸
特
性
に
つ
い
て
も
そ
の
集
団
主
義
の
概
念
を
も
っ

て
解
説
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
だ
け

で
は
何
の
進
展
に
も
な
ら
な
い
。学
校
の
集
団
主
義
的
特
徴
が
い
か
な

る
社
会
的
文
脈
の
下
で
成
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、そ
し
て
そ
の

こ
と
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
帰
結
を
生
み
出
し
て
い
る
か
、と
い
う
こ

と
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。(

21) 

（
21
）
同
右
書
、
三
八
～
三
九
頁
。 

（
22
）
木
原
孝
博
ら
「
ま
え
が
き
」〔
木
原
孝
博
・
武
藤
孝
典
・
熊
谷
一
乗
・

藤
田
英
典
編
著
『
学
校
文
化
の
社
会
学
』
福
村
出
版
、
平
成
五(

一
九

九
三)

年
〕、
二
頁
。 

（
23
）
岡
東
寿
隆
、
福
本
昌
之
編
著
『
学
校
の
組
織
文
化
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』

多
賀
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。 

（
24
）
Ｔ
・
Ｅ
・
デ
ー
ル
、
Ｋ
・
Ｄ
・ 

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
／
中
留
武
昭
・
加
治

佐
哲
也
・
八
尾
坂
修
訳
『
学
校
文
化
を
創
る
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー
―
学

校
改
善
を
め
ざ
し
て
―
』風
間
書
房
、二
〇
〇
二
年
。こ
の
ほ
か
に
も
、

今
津
孝
次
郎
「
学
校
組
織
文
化
と
教
師
」〔『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
第
三
九
巻
第
一
号
〕、
三
五
～
四
九
頁
、
中
留
武
昭
「
教
育
課
程

を
核
と
し
た
学
校
改
善
と
学
校
文
化
」〔
金
子
照
基
編
著
『
学
習
指
導

要
領
の
定
着
過
程
―
指
導
行
政
と
学
校
経
営
の
連
関
分
析
―
』、
風
間

書
房
〕、
一
九
九
四
年
、
藤
田
英
典
「
文
化
と
し
て
の
学
校
、
組
織
と

し
て
の
学
校
―
研
究
領
域
お
よ
び
正
当
性
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」

〔『
教
育
学
研
究
』第
五
八
巻
三
号
、二
〇
～
三
〇
頁
〕、一
九
九
一
年
、

な
ど
も
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
。 

（
25
）
沼
田
裕
之
、
加
藤
守
通
編
『
文
化
史
と
し
て
の
教
育
思
想
史
』
福
村
出



―16― 

版
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
～
七
頁
。 

 

（
26
）
沖
田
行
司
「
序
章
」
同
志
社
大
学
教
育
文
化
研
究
室
編
著
『
教
育
文
化

学
へ
の
挑
戦
―
多
文
化
交
流
か
ら
み
た
学
校
教
育
と
生
涯
学
習
』明
石

書
店
、
三
～
四
頁
。 

（
27
）
臼
井
博
『
認
識
と
文
化
９ 
ア
メ
リ
カ
の
学
校
文
化 

日
本
の
学
校
文

化
―
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
』
金
子
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。 

（
28
）
中
谷
彪
『
教
育
風
土
学
―
牧
畜
肉
食
文
化
と
稲
作
農
耕
文
化
の
教
育
問

題
―
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。 

（
29
）
梶
田
正
巳
『
学
び
の
教
育
文
化
誌 

（
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ)

』
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。 

（
30
）
福
田
誠
治
『
人
間
形
成
か
ら
み
た
比
較
文
化
―
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・

旧
ソ
連
・
日
本
の
教
育
と
社
会
―
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
六
年
。 

（
31
）
中
野
光
『
学
校
文
化
と
子
ど
も
の
自
主
活
動
』
明
治
図
書
、
一
九
七
六

年
。 

（
32
）
小
河
成
美
『
英
米
教
育
風
土
記
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
。 

（
33
）
佐
藤
秀
夫
『
教
育
の
文
化
史
２ 

学
校
の
構
造
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五

年
、
二
頁
。 

（
34
）
佐
藤
秀
夫
『
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
が
学
校
を
変
え
た
』
平
凡
社
、
一
九
八
八

年
、
一
一
頁
。 

（
35
）
佐
藤
秀
夫
、
前
掲
『
教
育
の
文
化
史
２ 

学
校
の
構
造
』、
二
頁
。 

（
36
）
佐
藤
秀
夫
、
前
掲
『
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
が
学
校
を
変
え
た
』、
一
一
頁
。 

（
37
）
沼
田
裕
之
、
加
藤
守
通
編
、
前
掲
書
、
六
～
七
頁
。 

（
38
）
ウ
ル
セ
ル
は
、「
お
よ
そ
比
較
と
は
、
同
一
性
を
手
が
か
り
と
し
て
、

そ
の
相
の
下
に
多
様
性
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
ウ
ル
セ
ル
・
Ｍ

／
小
林
忠
秀
訳
『
比
較
哲
学
』
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年
、
一
七
頁
）
と

し
、「
実
証
哲
学
は
比
較
哲
学
で
あ
る
」（
一
七
頁
）
と
い
う
認
識
に
基

づ
き
、「
人
間
は
歴
史
の
な
か
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
を

客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
一
三
六
頁
）
も
の
で
あ
り
、

「
客
観
性
は
つ
ね
に
相
対
性
か
ら
帰
結
す
る
」（
一
三
六
頁
）
の
で
あ

る
と
書
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
引
用
の
仕
方
は
、
石
附
自
身
が
、「
比

較
教
育
学
の
新
展
開
―
そ
の
可
能
性
と
展
望
―
教
育
学
研
究
に
お
け

る
比
較
・
国
際
教
育
学
の
役
割
」〔
日
本
比
較
教
育
学
会
紀
要
『
比
較

教
育
学
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九
年
〕
の
一
七
頁
で
行
っ
た
引
用

を
再
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
石
附
は
、
こ
の
引
用
の
後
に
、「
つ
ま
り
、

人
間
と
そ
の
文
化
の
歴
史
的
な
比
較
す
な
わ
ち
相
対
的
、客
観
的
な
実

証
に
よ
っ
て
、多
様
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。 

（
39
）
佐
藤
秀
夫
、
前
掲
『
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
が
学
校
を
変
え
た
』、
一
一
頁
。 
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（
40
）
ウ
ル
セ
ル
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。 

（
41
）
慣
れ
て
い
な
い
騒
音
は
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
飛
行

場
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
人
は
案
外
平
気
な
顔
を
し
て
い
る
。こ
れ
ら

は
、「
習
慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
毎
日
、
日
常
的
に
起
こ
る
こ
と
や
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
こ

と
は
、
意
識
さ
れ
に
く
く
、
分
析
の
対
象
に
な
り
に
く
い
。
比
較
研
究

や
歴
史
研
究
は
、
こ
う
い
っ
た
「
習
慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
の
影
響

を
受
け
て
ふ
だ
ん
は
意
識
は
さ
れ
な
い
も
の
の
実
は
重
要
な
意
味
を

も
つ
事
象
を
顕
在
化
さ
せ
る
効
用
を
も
つ
。
な
お
、「
習
慣
化
に
よ
る

受
信
濾
過
」の
観
点
に
留
意
し
た
教
育
史
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

添
田
晴
雄
「『
モ
ノ
』『
コ
ト
』
に
よ
る
比
較
教
育
史
の
可
能
性
―
学
習

具
の
歴
史
を
事
例
に
―
」〔
教
育
史
学
会
五
〇
周
年
記
念
出
版
編
集
委

員
会
編
『
教
育
史
研
究
の

前
線
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
七
六
～

二
八
三
頁
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
42
）
石
附
実
『
国
際
化
へ
の
教
育
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
四
九(

一
九

七
四)

年
、
お
よ
び
、
石
附
実
「
比
較
教
育
学
の
新
展
開
―
そ
の
可
能

性
と
展
望
―
教
育
学
研
究
に
お
け
る
比
較
・
国
際
教
育
学
の
役
割
」〔
日

本
比
較
教
育
学
会
紀
要
『
比
較
教
育
学
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九

年
〕。 

（
43
）
石
附
実
、
前
掲
「
教
育
風
俗
の
比
較
文
化
的
研
究
へ
の
序
説
」、
三
頁
。 

  




