
一
頁

第
二
回

学
び
の
思
想
②
―
学
び
と
育
ち

は
じ
め
に

近
世
ま
で
の
学
び
へ
の
要
求
。
そ
れ
に
対
し
て
教
材
や
テ
キ
ス
ト
が
開
発
さ
れ
、
組
織
的
な
教
育
、

す
な
わ
ち
藩
校
や
、
寺
子
屋
が
作
ら
れ
る
過
程
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
教
育
機
関
が
行
っ
た
教

育
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
現
代
と
は
ち
が
う
教
育
す
る

思
想
が
見
ら
れ
る
。
殊
に
読
み
書
き
を
修
得
す
る
に
あ
た
っ
て
の
学
び
方
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
た
、
学
校
の
な
い
時
代
に
お
け
る
育
ち
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
は

子
ど
も
に
対
す
る
見
方
や
育
ち
に
対
す
る
民
間
思
想
が
流
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
み

て
い
こ
う
。

一

藩
校
で
の
学
び

藩
と
は
江
戸
時
代
の
行
政
組
織
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
現
在
の
福
岡
県
域
に
は
福
岡
（
黒

田
）
藩
、
秋
月
（
黒
田
）
藩
、
小
倉
（
小
笠
原
）
藩
、
久
留
米
（
有
馬
）
藩
、
柳
河
（
立
花
）
藩
と
い

っ
た
藩
が
存
在
し
た
。
こ
の
藩
と
い
う
の
は
県
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
組
織
で
あ
る
。
藩
と
い
う
言
い

方
は
実
際
に
は
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
明
治
元
年
に
新
政
府
が
府
藩
県
三
治
制
を
し
く
が
、
そ
の

時
旧
幕
府
の
所
領
を
府
・
県
と
称
し
、
旧
大
名
領
を
藩
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
明
治
に
な
っ

て
か
ら
つ
け
ら
れ
た
呼
び
方
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
な
ん
と
言
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
通
常
は
御
家
中

ご
か
ち
ゅ
う

と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
。
も
し
く
は
御
家
で
あ
る
と
か
国
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
て
い
た
。

お

い

え

つ
ま
り
は
こ
の
藩
と
い
う
も
の
は
大
き
な
武
士
の
集
団
で
あ
り
、
黒
田
家
と
か
有
馬
家
が
そ
の
家
臣
と

共
に
特
定
の
地
域
を
支
配
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
と
領
民
と
の
関
係
は
支
配
―
被
支

配
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
し
ば
し
ば
切
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
大
名
が
転
封
さ
れ
る

と
大
名
と
そ
の
家
臣
団
は
新
た
な
土
地
へ
移
動
す
る
が
、
領
民
を
連
れ
て
行
く
こ
と
は
な
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
藩
校
と
も
呼
ば
ず
、
学
校
と
か
固
有
名
詞
で
修
猷
館
の
よ
う
な
呼
び
方
を
し

た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
面
倒
な
の
で
「
藩
校
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
藩
校
は
家
臣
の
た
め
の
学
校
で

あ
り
、
領
民
の
教
育
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
時
と
し
て
士
庶
教
学
を
行
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
風
俗
矯
正
の
た
め
の
講
話
な
ど
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
臣
の
教
育
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

藩
校
の
教
育
内
容
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
漢
学
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
実
は
こ
れ
は

基
本
的
に
は
政
治
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
漢
字
で
書
か
れ
た
書
物
を
読
め
る
よ

う
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
江
戸
城
下
で
は
武
士
用
の
寺
子
屋
も
あ
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
、
原
則

的
に
藩
士
の
子
弟
は
寺
子
屋
な
ど
へ
は
あ
ま
り
行
か
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
や
っ
て
彼
ら
は
文
字
を
学

ん
だ
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

藩
校
で
の
教
授
法
は
「
講
釈
」
「
輪
講
」
「
輪
読
」
「
会
読
」
「
素
読
」
等
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
テ

キ
ス
ト
を
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
「
素
読
」
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

藩
校
で
は
そ
の
学
派
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
教
授
法
が
異
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
朱
子
学
派
で
は
講

釈
を
中
心
に
教
授
を
行
い
、
徂
徠
学
派
で
は
解
読
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
藩
校
の
間
取
り
に
そ
の
影
響

は
出
て
く
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
藩
校
で
は
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
藩
校
に

入
る
段
階
で
読
み
書
き
の
力
は
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
身
に
つ
け
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た
か
と
い
う
と
通
常
は
父
親
が
授
け
た
。
そ
の
授
け
方
は
素
読
と
い
い
、
四
書
五
経
な
ど
の
漢
籍
を
暗

誦
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

や
や
進
む
と
儒
者
の
も
と
に
通
わ
せ
て
学
問
を
さ
せ
た
。
そ
う
や
っ
て
自
分
の
子
に
学
問
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
こ
と
は
家
臣
と
し
て
の
勤
め
な
の
で
あ
っ
た
。
藩
校
が
設
立
さ
れ
る
と
そ
こ
に
通
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
が
、
藩
校
に
通
わ
せ
る
の
は
義
務
で
は
な
く
、
然
る
べ
き
儒
者
の
と
こ
ろ
へ
通
わ
せ
て
も
一

般
的
に
は
よ
し
と
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
素
読
で
あ
る
が
、
素
読
は
一
般
に
父
親
が
授
け
た
り
、
素
読
の
塾
に
や
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
藩
校
が
率
先
し
て
や
っ
た
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
素
読
と
い
う
教
授
法
に
つ
い
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

久
留
米
藩
の
明
善
堂
で
は
文
政
年
間
に
学
制
改
革
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
改
革
の
理
由
と
い
う
の
は

就
学
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
明
善
堂
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
危
機
観
か
ら
で
あ
っ

た
。
と
い
う
こ
と
で
文
政
八
年
十
二
月
に
次
の
よ
う
な
お
触
れ
が
出
さ
れ
た
。

学
問
稽
古
と
し
て
以
来
八
歳
よ
り
十
五
歳
ま
で
の
面
々
末
子
た
り
と
も
明
善
堂
へ
差
し
出
す
べ
く

候
。
も
し
ま
た
病
身
等
に
て
差
し
出
し
か
ね
候
は
ば
そ
の
子
細
頭
中
へ
申
し
達
す
べ
く
候
。

こ
れ
は
は
っ
き
り
言
っ
て
就
学
強
要
の
指
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
上
意
下
達
の
封
建
社
会
に

お
い
て
も
子
弟
の
教
育
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
指
令
は
あ
く
ま

で
お
触
れ
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
か
っ
た
。
義
務
教
育
と
い
う
考
え
か
た
は
実
は
近
代

の
理
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
は
幼
少
の
者
を
主
た
る
対
象
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
こ

の
お
触
れ
は
大
改
革
で
あ
っ
た
。

こ
の
改
革
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
八
歳
以
上
の
就
学
を
義
務
づ

け
る
と
な
る
と
場
所
が
必
要
に
な
る
し
、
教
え
る
人
員
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
場
所
は
時
間

を
限
定
す
る
こ
と
で
学
校
全
体
を
素
読
の
た
め
に
開
放
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
。
人
員
に
つ
い
て
は
句

読
方
の
増
員
で
補
っ
た
。
こ
の
年
に
は
二
十
六
人
の
増
員
を
は
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
素
読
は
句

読
師
と
い
う
職
務
の
人
が
担
当
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
身
分
的
職
種
で
、
他
の
教
官
と
は
別
の
技
能
職

扱
い
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
気
に
二
十
六
人
の
増
員
を
は
か
る
と
な
る
と
そ

う
し
た
専
門
職
の
訓
練
を
受
け
た
人
に
人
材
を
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
広
く
身
分
に

か
か
わ
り
な
く
、
素
読
方
を
任
命
し
た
の
で
増
員
さ
れ
た
人
達
は
必
ず
し
も
教
官
た
る
訓
練
を
受
け
て

き
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。

＊
若
い
素
人
の
人
々
。
将
来
は
学
問
以
外
の
道
へ
進
む
こ
と
が
多
い
。

＊
数
が
多
い
（
今
ま
で
は
二
、
三
人
だ
っ
た
の
で
意
志
一
致
で
き
た
）
の
で
意
志
一
致
で
き
な
い
。

＊
各
自
の
好
き
な
よ
う
に
指
導
さ
せ
れ
ば
生
徒
の
好
き
好
き
や
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
え
こ
ひ
い
き
や

指
導
の
ば
ら
つ
き
が
出
て
く
る
。

そ
こ
で
教
授
で
あ
っ
た
樺
島
石
梁
は
生
徒
が
平
等
の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
共
通
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
み
ず
か
ら
作
成
し
た
。
そ
れ
が
『
句
読
授
読
例
』
及
び
『
素
読
方
申
合
書
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
素
読
の
方
法
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

・

出

役
の
面
々
は
六
ツ
時
に
顔
を
揃
え
る
。

し
ゅ
つ
や
く
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・
文
字
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
始
め
る
。

・
「
諸
生
出
席
五
半
時
頃
ま
で
を
限
る
」
と
あ
る
か
ら
午
前
九
時
位
ま
で
に
生
徒
は
出
席
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

・
四
ツ
時
（
午
前
十
時
）
よ
り
講
釈
や
会
読
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。

・
『
素
読
』
は
授
読
と
復
読
に
分
か
れ
る
。

・
『
授
読
』
は
「
音
議
訓
點
誤
り
無
き
よ
う
」
に
読
み
か
た
を
授
け
る
。

Ａ

諸
生
は
入
室
す
る
と
答
拝
（
一
礼
）
し
て
授
読
方
の
前
に
出
る
。

Ｂ

授
読
方
は
前
日
の
朝
読
ん
だ
箇
所
を
読
ま
せ
る
。

Ｃ
－
一
「
遺
忘
な
し
」
の
場
合
は
そ
の
朝
授
け
る
と
こ
ろ
を
紙
札
面
に
従
っ
て
何
行
何
遍
か

連
読
し
て
読
み
聞
か
せ
る
。

傍
ら
に
移
し
て
自
読
さ
せ
る
。

Ｄ

そ
し
て
次
の
諸
生
に
移
る
。

Ｅ

次
の
諸
生
が
終
わ
る
と
も
う
一
度
読
ま
せ
る
。

Ｆ

誤
り
が
無
い
と
き
は
答
拝
し
て
復
読
方
へ
ま
わ
す
。

Ｃ
－
二
「
不
熟
の
と
き
」
は
熟
す
ま
で
目
読
さ
せ
る
。

Ｃ
－
三
「
不
熟
」
の
場
合
は
そ
の
箇
所
を
数
遍
読
ま
せ
て
良
く
熟
し
て
か
ら
今
朝
の
所
を
や

る
。

Ｃ
－
四
「
格
別
不
熟
」
の
場
合
は
今
朝
の
と
こ
ろ
の
行
数
を
減
ら
し
て
も
よ
い
。

・
『
復
読
』
は
素
読
の
完
成
を
期
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
更
に
責
任
の
重
い
仕
事
と
さ
れ
た
。

＊
今
朝
の
と
こ
ろ
の
ほ
か
前
日
の
分
も
や
る

＊
諸
生
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力
量
に
合
わ
せ
て
行
数
を
増
減
す
る
配
慮
。

教
員
が
時
間
通
り
に
出
勤
し
て
き
て
、
諸
生
、
つ
ま
り
生
徒
は
後
か
ら
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て
登
校

し
て
い
る
。
こ
れ
は
生
徒
が
偉
そ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
授
法
と
の
関
係
が
そ
こ
に
は
あ

る
。教

授
の
中
身
は
徹
底
し
て
漢
籍
の
中
身
を
暗
誦
さ
せ
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の

や
り
方
は
徹
底
し
て
お
り
、
生
徒
の
資
質
に
応
じ
て
学
ぶ
量
を
増
減
し
て
も
完
璧
を
期
す
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
た
。
こ
れ
と
は
時
期
が
違
う
が
明
善
堂
で
の
進
級
試
験
は
合
格
点
は
九
五
％
以
上
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
か
と
い
う
と
現
在
で
も
自
動
車
運
転
免
許
の
学
科
試
験
は
こ
の
く
ら
い
の

基
準
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
意
味
は
似
て
い
る
。
ま
ち
が
っ
て
覚
え
て
い
て
は
い
け
な
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
こ
の
教
授
法
は
一
対
一
の
指
導
が
原
則
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
対
一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
教
員
が
先
に
来
て
待
っ
て
い
る
や
り
方
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。

二

庶
民
の
学
び
方

一
限
目
で
学
ん
だ
よ
う
に
、
寺
子
屋
で
の
学
習
の
内
容
は
学
習
者
のneed

に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、

地
域
差
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
農
村
で
は
農
業
に
関
す
る
知
識
を
中
心
に
、
都
市
部
で
は
商
売

に
か
か
わ
る
知
識
が
教
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
学
ぶ
も
の
の
ニ
ー
ズ
が
教
育
の
内
容
を
決
定
し
て
い

た
。
そ
の
こ
と
が
ま
ず
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
は
知
識
の
学
習
で
は
な
く
手
習
ひ
（
習

字
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
文
字
を
正
し
い
筆
遣
い
で
書
く
技
能
を
身
に
つ
け
る
と
同
時
に
手
本

に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
や
思
想
を
体
得
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
本
を
往
来
物
と
い
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う
。こ

こ
で
は
江
戸
の
寺
子
屋
の
実
態
か
ら
お
お
よ
そ
の
寺
子
屋
の
学
習
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
（
『
維

新
前
東
京
市
私
立
小
学
校
教
育
法
及
維
持
法
取
調
書
』
）

ま
ず
は
「
い
ろ
は
」
か
ら
始
ま
り
、
名
寄
型

熟
語
学
習

短
文
と
進
む
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
教

室
の
多
く
は
借
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
。
間
口
三
間
奥
行
五
間
に
生
徒
用
机
一
〇
二
脚
が
置
か
れ
て
い

た
と
い
う
。

往
来
物
の
内
容
は
も
と
よ
り
習
字
を
主
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
習
字
を
学
べ
ば
自
ず
と
読
み
方
、
作

文
、
地
理
、
修
身
な
ど
の
知
識
も
身
に
つ
く
も
の
と
さ
れ
た
。
別
に
読
書
、
算
術
な
ど
を
子
ど
も
の
望

み
に
し
た
が
い
教
え
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

順
序
は
「
い
ろ
は
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
数
字
、
仮
名
交
リ
文
‥
‥
‥
‥
と
進
む
が
、
都
市
部
と
郡
部
、

対
象
と
す
る
子
女
・
性
別
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
た
。

寺
子
屋
は
師
匠
の
私
宅
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
師
匠
の
も
と
へ
子
ど
も
た
ち
は
三
々
五

々
や
っ
て
く
る
。
こ
れ
も
子
ど
も
た
ち
の
都
合
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

教
え
る
方
法
は
生
徒
三
、
四
名
な
い
し
は
五
、
六
名
を
師
匠
の
前
に
呼
び
出
し
、
か
わ
る
が
わ
る
筆

法
や
手
本
の
読
み
方
を
教
え
る
。
同
時
に
に
五
、
六
人
教
え
る
の
は
大
変
な
よ
う
だ
が
、
師
匠
は
逆
さ

ま
に
文
字
を
書
く
（
倒
書
）
こ
と
に
よ
り
、
効
率
よ
く
三
、
四
時
間
で
三
〇
人
か
ら
五
、
六
〇
人
を
教

え
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
方
法
は
双
紙
（
ノ
ー
ト
用
に
綴
じ
た
も
の
）
に
練
習
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

白
紙
に
練
習
す
る
場
合
は
字
数
が
多
く
な
る
の
で
「
お
直
し
」
と
い
っ
て
差
し
出
さ
せ
た
も
の
に
朱
字

で
添
削
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
ま
た
、
随
時
巡
回
し
て
一
人
ず
つ
指
導
し
て
い
く
師
匠
も
い
た
。
鞭
を

も
っ
て
い
た
ら
し
い
が
こ
れ
は
巡
回
の
疲
労
を
防
ぐ
た
め
の
杖
の
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
が
そ
れ
以

上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

な
か
に
は
聾
唖
と
い
う
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
に
手
習
い
を
教
え
、
筆
談
に
よ
っ
て
社
会
生
活
を
可

能
に
し
て
い
っ
た
例
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

寺
子
屋
で
の
教
授
法
も
ま
た
一
対
一
の
指
導
が
原
則
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
一
対
一
の
指
導
体
制
は
近
世
型
の
教
授
法
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

三

育
ち
の
あ
り
よ
う

現
代
で
は
子
ど
も
た
ち
は
み
な
学
校
に
行
く
が
、
寺
子
屋
も
藩
校
も
原
則
と
し
て
強
要
さ
れ
て
い
く

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
現
代
の
よ
う
に
そ
れ
が
生
活
の
す
べ
て

と
言
っ
て
も
い
い
学
校
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
の
学
校
の
な
い
時
代
に
子
ど
も
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
大
人
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
民
俗
学
の
知
見
を
も
と
に
学
校
の
な
い
時
代
に
お
け
る
子
ど
も
の
育
ち
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。「

子
は
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
妊
娠
、
出

産
の
し
く
み
が
人
智
を
越
え
た
神
秘
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
」
と
理
解
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
、
そ
の
当
時
の
乳
幼
児
死
亡
率
の
高
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
子
ど
も
は

生
ま
れ
て
半
年
ほ
ど
す
る
と
免
疫
が
と
れ
て
急
に
病
気
に
な
る
。
そ
し
て
何
年
か
の
あ
い
だ
小
児
科
医

と
の
お
つ
き
あ
い
は
半
端
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
。
単
に
熱
を
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
、
け
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っ
こ
う
心
配
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
病
気
ま
で
と
も
か
く
子
ど
も
は
年
中
病
気
に
罹
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
医
学
の
発
達
し
て
い
る
現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
は
恙
な
く
病
を
克
服
し
て
成
長
す
る
が
、

親
を
体
験
し
た
者
な
ら
一
度
や
二
度
は
子
ど
も
が
死
ぬ
か
と
思
う
よ
う
な
心
配
を
し
た
こ
と
は
あ
る
と

思
う
。
そ
し
て
、
医
学
と
医
療
制
度
の
ま
っ
た
く
発
達
し
て
い
な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
相
当
数
の
子
ど

も
が
乳
幼
児
期
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭
で
一
六
％
と
い
う
数
字
が
出
て
い
る
し
、

江
戸
時
代
に
は
五
〇
％
程
度
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
子
ど
も
た
ち
は
い
つ
死
ん
で

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
天
に
帰
る
と
考
え
た
ほ
う
が
納
得
し
や
す
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。ま

た
、
授
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
お
返
し
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
産

婆
さ
ん
は
返
す
か
ど
う
か
を
問
い
、

「
返
し
て
く
だ
さ
い
」

と
言
う
と
、
そ
う
い
う
処
置
を
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
子
返
し
と
い
う
。
柳
田
國
男
（
一
八
七
五

～
一
九
六
二
）
は
「
又
余
り
愉
快
な
話
で
は
な
い
が
、
子
供
が
生
ま
れ
た
時
こ
れ
を
遺
棄
す
る
習
慣
が

あ
る
。
大
体
日
本
の
百
姓
家
な
ど
で
は
床
を
剥
が
し
て
こ
れ
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。
四
十
何
年
も
前
私

の
十
三
、
四
の
頃
の
記
憶
で
あ
る
が
、
子
供
を
殺
す
の
で
な
い
、
育
て
な
い
の
で
あ
つ
て
、
子
供
に
し

な
い
と
云
ふ
の
で
埋
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
子
供
を
埋
め
る
の
は
家
の
中
で
、
大
抵
は
父
親
が
や
る
こ

と
に
な
つ
て
ゐ
た
。
」
（
「
小
児
生
存
権
の
歴
史
」
）
と
自
身
の
体
験
を
含
め
て
書
き
残
し
て
い
る
。

一
方
で
、
子
ど
も
を
帰
さ
な
い
た
め
の
慣
行
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
例
え
ば
子
ど
も
に
い
ろ
い
ろ
な

親
を
つ
け
る
習
慣
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
リ
オ
ヤ
、
オ
ヤ
コ
ナ
リ
）
。
フ
ス
ツ
ギ
オ
ヤ
、
ト
リ

ア
ゲ
オ
ヤ
、
チ
オ
ヤ
、
ナ
オ
ヤ
、
ヒ
ロ
ヒ
オ
ヤ
、
ス
テ
ゴ
オ
ヤ
、
オ
ビ
オ
ヤ
、
カ
ネ
ツ
ケ
オ
ヤ
、
シ
ョ

ク
オ
ヤ
…
…
と
そ
の
種
類
は
多
い
（
柳
田
國
男
『
親
方
子
方
』
）。
現
代
で
も
親
方
と
か
親
分
と
い
っ
て

疑
似
親
子
関
係
を
持
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
は
人
間
の
成
長
を
い
ろ
い
ろ
な
親
に
よ
っ
て
見
守
る

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
天
か
ら
授
か
っ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
子
ど
も
に
は
ま
だ
神
が
憑
い
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
だ
。
前
述
の
よ
う
に
子

ど
も
は
い
つ
死
ん
で
し
ま
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
は
大
人
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
感
覚

を
持
っ
て
い
て
時
に
異
界
の
生
き
物
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
七
歳
ま
で
は
神
と
い
う
諺
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
七
歳
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
小
学
校
に
入
る
年
齢
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
な
る
と
病
気
も

あ
ま
り
し
な
く
な
る
し
、
死
亡
率
も
減
少
す
る
。
そ
う
す
る
と
あ
る
地
方
で
は
八
つ
大
人
と
い
う
よ
う

に
大
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
神
か
ら
一
人
の
人
間
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
ム
ラ

の
仕
事
を
ま
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
人
間
と
し
て
は
ま
だ
未
熟
で
あ
る
た
め
少
し
ず
つ
仕
事
を
経
験

で
覚
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
が
ま
か
さ
れ
た
仕
事
の
一
つ
に
子
守
が
あ
る
。
子
守
の
時
は
子
守
唄
を
唄
う
の
だ
が
、

そ
れ
ら
は
母
親
が
我
が
子
に
唄
う
も
の
で
は
な
く
、
子
守
の
子
が
唄
う
仕
事
唄
で
あ
る
。
だ
か
ら
仕
事

の
辛
さ
な
ん
か
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
子
守
唄
と
い
う
よ
り
、
守
子
唄
と
い
う

こ
と
も
多
い
。

左
に
挙
げ
た
の
は
日
田
玖
珠
地
方
で
唄
わ
れ
て
い
た
子
守
唄
で
あ
る
。
こ
の
唄
は
子
守
歌
で
は
あ
る

が
、
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
元
歌
を
探
っ
て
い
け
ば
そ
れ
は
大
人
の
仕
事
唄
で
あ
っ

た
と
い
う
。
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お
ろ
ろ
ん

お
ろ
ろ
ん
ば
い

は
よ
う
せ
ん
か
い

は
よ
う
せ
ん
か
い

お
ち
ょ
う
ち
ん
が
き
よ
る
ば
い

も
う
少
し
上
ん
方

も
う
少
し
下
ん
方

あ
あ
そ
こ
そ
こ

（
飯
島
吉
晴
『
子
供
の
民
俗
学
』
）

そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
。
つ
ま
り
、
大
人
と
子
ど
も
と
は
同
じ
世
界
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
人
と
子
ど
も
の
文
化
的
な
区
別
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

子
ど
も
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
ム
ラ
の
仕
事
を
経
験
し
な
が
ら
身
に
つ
け
て
い
く
。
男
と
女
は
仕
事
の

内
容
は
違
っ
た
が
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
事
を
覚
え
て
い
っ
て
、
だ
い
た
い
十
二
～
十
五
歳
く
ら
い
で
ム
ラ
の

仕
事
は
す
べ
て
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
「
一
人
前
」
と
い
っ
て
、
ム
ラ
の
大
人
と
し
て
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
代
で
い
え
ば
成
人
で
あ
る
が
、
現
代
の
成
人
が
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
と
い
う
生
き
物
で
あ
る
限
り
、

生
物
と
し
て
大
人
に
な
る
時
間
は
さ
ほ
ど
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
化
的
存
在
と
し
て
人
間
は
大
人

に
な
る
時
期
が
歴
史
と
と
も
に
ず
れ
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四

ま
と
め

ま
ず
近
世
的
な
教
育
の
方
法
に
内
在
し
て
い
る
思
想
と
は
何
か
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
近

世
に
お
い
て
は
も
の
を
教
え
る
と
い
う
の
は
一
対
一
で
伝
え
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
。
一
対
一
で

教
え
る
た
め
に
教
え
る
側
は
待
つ
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
同
時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
は
完
璧

を
期
し
て
次
に
す
す
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
藩
校
で
も
寺
子
屋
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
で
、
学
校
の
な
い
時
代
に
お
け
る
人
々
の
育
ち
方
は
生
き
て
い
く
す
べ
を
身
に
つ
け
な
が
ら
じ

わ
っ
と
一
人
前
に
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
「
コ
ヤ
ラ
ヒ
」
と
言
う
（
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
ひ
』
）
。

コ
ヤ
ラ
ヒ
と
は
児
を
遣
る
。
つ
ま
り
外
へ
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
子
ど
も
か
ら
大
人
の
世
界

へ
だ
す
、
社
会
へ
出
す
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
近
代
以
前
の
教
育
の
思
想
の
底
流

に
流
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

【
課
題
一
】
近
世
の
教
育
法
の
利
点
と
欠
点
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

【
課
題
二
】
親
と
い
う
の
は
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
う
い
う
存
在
な
の
だ
ろ
う
。

【
課
題
二
】
中
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
荒
れ
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。


