
の
で
は
な
く
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
一
つ
の
方
向
性
を
見
出
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
本
書

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
歴
史
観
な
り
政
治
観
な
り
は
、
中
世
に
お
い
て
政
道

を
担
当
す
る
者
が
、
そ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
語
る
「
神

話
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世
こ
と
に
鎌

倉
時
代
で
は
人
間
を
超
え
る
も
の
に
歴
史
展
開
の
原
因
を
求
め
る
歴
史
観

が
主
流
を
な
す
し
、
南
北
朝
期
に
は
儒
教
思
想
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ

と
が
理
解
さ
れ
た
。
中
世
思
想
史
を
扱
う
本
格
的
な
著
書
が
出
版
さ
れ
た

こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
本
書
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
に
多

い
ｏ

（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
）

本
書
は
、
重
厚
に
し
て
明
蜥
な
近
世
日
本
の
教
育
思
想
に
か
ん
す
る
研

究
業
績
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
辻
本
雅
史
が
、

危
機
的
様
相
を
深
め
て
い
る
現
在
の
教
育
を
め
ぐ
る
状
況
に
問
題
解
決
の

視
点
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
、
警
世
の
志
を
も
っ
て
世
に
問
う
た
書
物
で

あ
る
。本

書
は
、
い
わ
ゆ
る
学
術
研
究
書
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
害
と
し
て

企
画
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
分
析
や
論
証
に
お
い
て
厳
密
性
を
十
分
に

保
持
し
た
上
で
、
最
新
の
知
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
学
術
研
究
書
と
し

て
も
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
は
確
言
し
て
よ
い
。

辻
本
雅
史
済

『
「
学
び
」
の
復
権
ｉ
模
倣
と
稗
熟
』

（
角
川
書
店
・
一
九
九
九
年
）

ま
ず
、
内
容
の
紹
介
を
す
る
。
本
書
の
構
成
を
「
目
次
」
に
し
た
が
っ

て
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
「
彦
み
込
み
型
」
と
「
教
え
込
み
型
」

第
一
章
手
習
塾
（
寺
子
屋
）
の
学
習

’
一

尚
橋
文
博
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第
二
章
儒
学
の
学
習

第
三
章
貝
原
益
軒
の
思
想
ｌ
近
世
学
習
論
の
思
想
的
背
景

第
四
章
貝
原
益
軒
の
教
育
論

第
五
章
徒
弟
制
と
内
弟
子

第
六
章
現
代
の
学
校
と
学
習
文
化

以
下
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
、
著
者
の
主
張
を
概
括
し
て
述
べ
る
。

「
序
章
「
彦
み
込
み
型
」
と
「
教
え
込
み
型
上
は
、
教
育
と
学
習
の
方
法

あ
ず
ま
ひ
ろ
し

的
原
理
と
し
て
対
照
的
な
二
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
東
洋
氏
ら
の
提
示

し
て
い
る
「
教
え
込
み
型
」
と
「
彦
み
込
み
型
」
と
い
う
概
念
を
提
示
す

る
。
「
教
え
込
み
型
」
と
は
、
教
え
る
も
の
が
教
え
ら
れ
る
も
の
に
明
確

に
相
対
し
て
権
威
を
も
っ
て
知
識
を
言
葉
で
表
現
し
て
伝
授
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
彦
み
込
み
型
」
と
は
、
教
え
教
え
ら
れ
る
関
係

で
は
な
く
、
先
に
学
ん
だ
も
の
が
後
に
学
ぶ
も
の
の
模
範
と
し
て
と
も
に

学
ぶ
立
場
で
並
び
、
学
ぶ
も
の
は
学
ん
だ
も
の
を
見
て
な
ら
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
彦
み
込
み
型
」
の
教
育
モ
デ
ル
が
日
本
の
伝
統
的
な
「
学
習
文
化
」

と
し
て
教
育
や
学
習
の
原
理
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
第
一
章
手
習
塾
（
寺
子
屋
の
学
習
」
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
手
習

塾
の
学
習
の
実
態
と
性
格
の
分
析
で
あ
る
。
手
習
塾
と
は
、
第
一
義
的
に

子
ど
も
に
文
字
を
書
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
手
習
い
」
を
教
え
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
今
日
ふ
つ
う
寺
子
屋
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
が
、

手
習
塾
の
呼
称
の
方
が
歴
史
的
性
格
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
手

習
塾
の
実
態
を
み
る
と
、
入
学
年
齢
は
ほ
ぼ
七
、
八
歳
で
あ
る
が
、
入
学

時
期
も
通
学
時
間
も
個
人
に
よ
り
異
な
り
、
手
本
な
ど
も
個
人
に
よ
り
異

な
る
。
文
字
の
学
び
は
ひ
た
す
ら
手
本
を
臨
書
す
る
身
体
的
に
模
倣
・
習

熟
す
る
過
程
で
あ
り
、
手
習
塾
は
自
学
自
習
と
い
う
「
参
み
込
み
型
」
の

学
習
文
化
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
自
学
自
習
で
あ
る
か
ら
競
争
原
理
は

あ
り
得
な
い
し
、
手
習
塾
の
師
匠
は
モ
デ
ル
を
示
す
だ
け
で
言
葉
で
教
え

る
の
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
師
匠
の
選
択
が
学
ぶ
側
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
手
習
塾
は
、
教
師
が
一
定
の
授
業
時
間
割
に
も
と
づ
い
て
多
数

の
生
徒
に
一
斉
授
業
す
る
近
代
学
校
の
原
理
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

「
第
二
章
儒
学
の
学
習
」
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
学
の
学
習
の
実

態
と
性
格
の
分
析
で
あ
る
。
と
く
に
儒
学
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
時
期
に

よ
っ
て
比
重
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
儒
学
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
知
的

正
統
の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
医
学
や
本
草
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
基

礎
教
養
の
意
義
を
も
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
儒
学
学
習
の
場
と
し
て
藩
校
開

設
が
盛
ん
に
な
る
の
は
一
八
世
紀
後
半
で
あ
り
、
藩
校
以
外
の
場
は
学
問

塾
で
あ
っ
た
。
藩
校
以
外
の
学
問
の
場
を
寺
子
屋
と
対
照
し
て
今
日
ふ
つ

う
私
塾
と
い
う
が
、
寺
子
屋
も
私
塾
で
あ
る
か
ら
、
手
習
い
で
は
な
く
、

学
問
を
学
ぶ
場
と
し
て
は
学
問
塾
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。

藩
校
や
学
問
塾
で
行
わ
れ
て
い
た
「
経
耆
を
読
む
こ
と
」
に
終
始
す
る

儒
学
の
学
習
過
程
は
、
素
読
、
講
義
、
会
業
の
三
段
階
あ
る
。
こ
の
過
程

は
、
基
本
的
に
個
別
指
導
・
個
別
学
習
で
あ
り
、
登
校
時
間
も
各
自
の
都

合
に
よ
り
異
な
り
、
時
間
割
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
学
自
習
で
あ
り
、

学
ぶ
も
の
が
自
ら
信
頼
し
得
る
教
師
を
選
択
し
得
る
と
い
う
師
弟
関
係
の

構
造
で
あ
る
こ
と
も
、
手
習
塾
の
場
合
と
共
通
す
る
。
江
戸
時
代
の
学
問

塾
は
、
手
習
塾
と
同
じ
く
、
教
師
の
側
か
ら
す
る
定
ま
っ
た
時
間
帯
に
お
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け
る
一
斉
授
業
と
い
う
近
代
学
校
と
は
異
な
っ
た
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。

「
第
三
章
貝
原
益
軒
の
思
想
Ｉ
近
世
学
習
論
の
思
想
的
背
景
」
は
、

貝
原
益
軒
を
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
手
習
い
や
学
問
に
等
し
く
み
ら
れ
る

学
習
の
あ
り
方
を
明
確
に
言
説
化
し
、
そ
の
思
想
的
根
拠
を
与
え
て
い
る

も
の
と
み
る
立
場
か
ら
、
益
軒
の
思
想
を
説
明
す
る
。
こ
れ
ま
で
益
軒
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
古
学
派
の
先
駆
者
、
自
然
科
学
の
先
駆
者
、
本
邦

教
育
学
の
祖
、
合
理
的
な
医
学
思
想
家
と
い
っ
た
益
軒
評
価
は
、
個
々
の

専
門
的
領
域
に
細
分
化
し
た
近
代
知
の
側
か
ら
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、

そ
れ
で
は
自
ら
の
設
定
し
た
枠
組
み
自
体
を
捉
え
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

益
軒
を
近
代
の
視
線
か
ら
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
思
想
空
間
自
体
の
な

か
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

益
軒
は
、
朱
子
学
の
思
想
の
な
か
に
含
ま
れ
る
、
気
の
思
想
、
つ
ま
り

気
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
そ
れ
に
応
じ
た
気
の
心
身
一
元
論
を
重
く
受
け
入

れ
た
が
、
気
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
理
の
概
念
に
は
違
和
感
を
も
っ
た
。

彼
は
、
自
己
の
内
に
世
界
の
根
元
で
あ
り
絶
対
善
で
あ
る
理
の
存
在
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
天
地
に
事
え

る
」
と
い
う
道
徳
論
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
天
地
万
物
の

な
か
に
あ
る
人
間
の
尊
さ
の
自
覚
と
天
地
万
物
に
養
わ
れ
て
い
る
存
在
と

し
て
天
地
万
物
に
対
す
る
人
間
の
つ
と
め
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
道
徳
論
が
江
戸
時
代
前
期
の
儒
家
た
ち
の
そ
れ
に
比
し
て
特
異
な
の
は
、

人
倫
世
界
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
天
地
万
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
応
接
の
仕
方
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

天
地
に
事
え
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
万
物
に
そ
な
わ
る
規
範
に
し
た
が

う
こ
と
を
教
え
る
益
軒
の
思
想
は
、
人
々
に
対
し
て
、
自
己
抑
制
的
態
度

を
持
し
つ
つ
、
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
に
対
応
す
る
具
体
的
方
法

を
教
え
る
「
物
理
の
学
」
を
生
ん
だ
。
こ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
益
軒

が
実
に
広
範
な
物
に
か
か
わ
る
実
践
的
・
実
用
的
な
方
法
に
つ
い
て
の
著

述
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
総
論
」
を
付
し
て
、
人
々
と
の
営
為

に
世
界
観
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
、
人
々

が
理
解
に
容
易
な
和
文
を
用
い
、
そ
れ
を
興
隆
し
つ
つ
あ
っ
た
印
刷
出
版

メ
デ
ィ
ア
に
自
覚
的
に
着
目
し
て
、
学
問
を
一
般
大
衆
に
開
放
し
た
の
で

あ
る
。「

第
四
章
貝
原
益
軒
の
教
育
論
」
は
、
こ
の
貝
原
益
軒
の
教
育
論
を
「
和

俗
童
子
訓
」
「
三
礼
口
訣
」
「
大
和
俗
訓
」
な
ど
に
よ
っ
て
分
析
す
る
。
益

軒
は
、
人
生
初
期
の
決
定
的
重
要
性
に
着
目
し
て
早
期
教
育
を
主
張
し
た
。

そ
れ
は
、
人
間
形
成
に
お
け
る
決
定
的
要
因
を
模
倣
し
習
熟
す
る
自
己
活

動
の
力
に
認
め
た
こ
と
と
深
く
か
か
わ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
に
お
け
る

自
ら
学
ぶ
力
の
存
在
を
大
前
提
に
し
つ
つ
、
何
ご
と
か
を
積
極
的
に
言
葉

に
よ
っ
て
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
戒
め
る
と
い
う
、

「
教
え
な
い
教
育
」
を
提
示
し
た
。
こ
の
場
合
、
教
師
は
、
学
習
者
に
と

っ
て
信
頼
す
る
に
足
る
規
範
の
体
現
者
と
し
て
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

権
威
的
に
教
え
込
む
存
在
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

学
ぶ
こ
と
の
絶
対
的
前
提
は
学
ぶ
側
の
能
動
的
で
内
発
的
な
学
ぶ
意
欲

で
あ
り
、
「
立
志
」
で
あ
る
。
こ
の
学
ぶ
意
欲
は
学
ぶ
こ
と
の
意
味
・
目

的
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
益
軒
の
学
習
論
に

は
、
学
ぶ
こ
と
の
意
味
・
目
的
の
自
覚
と
い
う
世
界
観
的
意
味
づ
け
が
前
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提
と
な
る
。
こ
の
世
界
観
が
「
天
地
に
事
え
る
」
と
い
う
思
想
な
の
で
あ

ブ
（
》
○

益
軒
に
お
け
る
「
教
え
な
い
教
育
」
、
つ
ま
り
な
す
べ
き
こ
と
を
言
葉

に
よ
っ
て
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
自
発
的
学
び
の
な
か
で
規

範
か
ら
の
逸
脱
を
戒
め
る
と
い
う
実
践
に
即
し
た
教
え
方
は
、
「
し
つ
け
」

と
通
底
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
規
範
を
習
慣
化
す
る
こ
と
で
身
体

を
規
律
化
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
身
体
を
回
路
と
す
る
模
倣
と
習

熟
の
な
か
で
自
己
生
成
す
る
子
ど
も
の
姿
が
見
届
け
ら
れ
て
い
る
。
朱
子

学
が
心
の
自
律
性
に
立
脚
し
て
心
か
ら
身
体
へ
と
向
か
う
修
養
論
を
提
示

し
た
の
と
は
異
な
り
、
益
軒
は
身
体
か
ら
心
へ
と
身
体
の
修
養
を
第
一
義

と
す
る
学
習
論
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
益
軒
の
学
習
論
の
原
理
は
、

身
体
的
な
自
己
活
動
に
よ
る
「
彦
み
込
み
」
の
学
習
方
法
で
あ
り
、
意
識

化
さ
れ
た
心
と
し
て
の
言
葉
を
媒
介
と
す
る
「
教
え
込
み
」
の
方
法
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
教
育
の
方
法
が
身
体
の
問
題
を
隠
蔽
し
て
い

る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
第
五
章
徒
弟
制
と
内
弟
子
」
は
、
技
術
・
技
能
や
芸
能
な
ど
の
ワ
ザ

を
習
得
す
る
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
近
代
教
育
の
原
理
と
異
質
な
も
の

と
し
て
、
徒
弟
制
と
内
弟
子
制
を
具
体
的
に
分
析
す
る
。
徒
弟
制
は
熟
練

し
た
手
工
業
技
術
に
よ
っ
て
も
の
を
作
る
職
人
の
修
業
、
内
弟
子
制
は
伝

統
的
な
芸
能
の
修
業
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
広
く
み
れ
ば
、

医
学
や
学
問
の
修
業
も
内
弟
子
制
に
含
め
ら
れ
よ
う
し
、
商
家
の
丁
稚
奉

公
制
も
徒
弟
制
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
大
工
の
西
岡
常
一
氏
や
三
味
線
の
鶴
沢
寛
治
氏
の
聞
き
書
き
な
ど
に

よ
れ
ば
、
こ
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
江
戸
時
代
の
学
習
文
化
と
共
通
の
特
質

を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
弟
子
が
師
匠
と
生
活
を
と

も
に
す
る
な
か
で
、
師
匠
の
模
範
的
な
ワ
ザ
を
見
習
う
と
い
う
仕
方
で
、

自
ら
の
全
身
で
感
じ
取
っ
て
意
識
化
さ
れ
な
い
も
の
ま
で
を
学
ぶ
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
学
び
へ
の
能
動
的
な
意
欲
を
も
っ
た
学
ぶ
も
の
が
自
己
抑

制
的
に
モ
デ
ル
を
模
倣
し
習
熟
し
よ
う
と
す
る
「
教
え
な
い
教
育
」
で
あ

う
（
》
Ｃ

「
第
六
章
現
代
の
学
校
と
学
習
文
化
」
は
、
現
代
の
教
育
を
め
ぐ
る
問

題
状
況
を
学
習
文
化
と
い
う
視
点
か
ら
透
視
し
よ
う
と
す
る
。
現
代
の
教

育
は
学
校
教
育
を
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
応
じ
て
、
現
代

社
会
は
、
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
学
校
に
お
い
て
教
え
ら
れ
る

よ
う
な
「
学
校
化
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
教

育
の
比
重
の
増
大
は
近
代
公
教
育
の
普
及
徹
底
し
て
い
く
た
か
だ
か
百
年

ほ
ど
の
こ
と
で
あ
り
、
「
学
校
化
社
会
」
の
現
象
は
こ
こ
三
、
四
○
年
の

こ
と
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
近
代
教
育
を
最
高
の
も
の
・
永
続
的
な
も
の
と

考
え
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
代
の
学
校
を
巡
る
危
機
的
な
問
題
状

況
を
み
る
と
、
学
校
制
度
と
し
て
普
及
徹
底
し
た
近
代
教
育
は
そ
の
歴
史

的
役
割
を
終
え
た
と
み
る
方
が
事
態
打
開
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
現
代
日
本
に
お
け
る
教
育
と
学
習
の
な
か

に
、
自
学
自
習
の
学
習
文
化
の
伝
統
と
親
和
性
・
共
通
性
を
も
つ
い
く
つ

も
の
事
象
の
存
在
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
通
信
教
育
、
宿
題
の
習
慣
、

受
験
勉
強
の
学
習
法
、
さ
ら
に
、
「
公
文
式
学
習
」
、
「
教
科
書
信
仰
」
、
友

だ
ち
関
係
の
よ
う
な
「
教
師
と
子
ど
も
の
関
係
」
、
「
学
校
の
規
律
主
義
」
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次
に
、
本
書
の
積
極
的
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
一
章
・
第
二
章
に
お
け
る
手
習
塾
や
儒
学
の
学
習
の
実
態
に
つ
い
て

の
説
明
そ
れ
自
体
が
、
近
代
の
学
校
教
育
の
実
態
を
無
意
識
に
教
育
と
学

習
の
自
明
な
一
般
的
形
態
と
考
え
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
り
難
い

知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
学
習
文
化
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
一
連

の
教
育
と
学
習
の
原
理
（
右
の
内
容
紹
介
に
ま
と
め
た
つ
も
り
な
の
で
繰
り

返
さ
な
い
）
が
近
代
教
育
の
原
理
と
異
質
な
も
の
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
教
育
思
想
史
の
立
場
か
ら
す
る
思
想
史
・
文
化
史
に
お

け
る
新
し
い
概
念
の
提
言
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
伝
統
的
な
学
習
文
化
と
親
和
性
・
共
通
性
を
も
つ
も

の
と
し
て
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
学
校
教

育
お
よ
び
受
験
体
制
の
競
争
原
理
な
い
し
は
商
業
主
義
と
の
せ
め
ぎ
合
い

か
ら
く
る
問
題
状
況
が
あ
る
。
と
く
に
注
意
す
べ
き
は
、
伝
統
的
学
習
文

化
に
は
あ
っ
た
学
ぶ
意
欲
と
そ
れ
を
支
え
る
世
界
観
的
意
味
づ
け
の
希
薄

さ
、
学
ぶ
も
の
と
教
師
と
の
信
頼
感
の
欠
如
な
ど
で
あ
る
。

近
代
教
育
の
危
機
を
前
に
し
て
、
伝
統
的
学
習
文
化
の
存
在
を
透
視
す

る
こ
と
か
ら
変
化
・
改
革
の
一
歩
は
始
ま
る
。
む
ろ
ん
、
単
な
る
伝
統
の

復
活
で
は
な
く
、
学
習
文
化
の
新
た
な
捉
え
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
重
要

な
の
は
、
教
え
る
側
の
視
点
と
論
理
に
よ
る
近
代
学
校
教
育
の
あ
り
方
か

ら
学
ぶ
側
の
視
点
と
論
理
へ
、
つ
ま
り
教
育
か
ら
学
習
へ
と
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
転
換
を
は
か
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

第
三
章
・
第
四
章
に
お
い
て
、
こ
の
学
習
文
化
の
あ
り
方
を
明
確
に
言

説
化
し
た
も
の
と
し
て
貝
原
益
軒
の
思
想
を
分
析
し
た
こ
と
、
ま
た
近
代

知
の
眼
差
し
か
ら
解
き
放
た
れ
た
益
軒
像
を
提
示
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
益
軒
評
価
を
改
め
る
思
想
史
的
提
言
で
あ
り
、
益
軒
研
究
史
に
お
け

る
重
要
な
意
義
を
も
つ
・

第
五
章
で
徒
弟
制
・
内
弟
子
制
を
学
習
文
化
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
捉
え
直
し
を
迫

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
他
面
で
、
学
習
文
化
の
概
念
が
江
戸
時
代
に
限
定

さ
れ
る
歴
史
的
概
念
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
人
間
形
成
論
・
人
間
論
に
お

け
る
概
念
と
し
て
の
理
論
的
有
効
性
を
検
証
す
る
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。

第
六
章
で
、
現
代
の
教
育
と
学
習
の
な
か
に
伝
統
的
な
学
習
文
化
に
親

和
性
・
共
通
性
を
も
つ
い
く
つ
か
の
事
象
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
そ
の
こ

と
自
体
甚
だ
貴
重
で
あ
り
、
歴
史
的
視
点
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
す
る
現
代
教
育
へ
の
提
案
も
斬
新
で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す

る
も
の
が
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
歴
史
の
視
点
か
ら
学
習
文
化
の
存
在
を
明
示
し
た
こ
と

は
、
現
代
の
教
育
を
再
考
す
る
貴
重
な
指
針
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

日
本
の
思
想
史
・
文
化
史
に
対
し
て
も
重
大
な
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
書
評
子
が
本
書
に
接
す
る
こ
と
で
想
到
し
た
事
柄
に
つ
い
て
述

べ
る
。

四
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一
つ
は
、
本
書
の
な
か
に
貝
原
益
軒
の
思
想
の
分
析
が
相
当
に
重
く
と

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
本
書
を
構
成
す
る

分
量
上
の
こ
と
や
益
軒
研
究
史
に
お
け
る
重
要
な
意
義
の
こ
と
は
別
と
し

て
、
本
書
の
内
容
上
の
ね
ら
い
は
教
育
と
学
習
の
シ
ス
テ
ム
の
原
理
に
つ

い
て
の
伝
統
的
学
習
文
化
の
提
示
で
あ
る
が
、
第
三
章
・
第
四
章
に
お
け

る
貝
原
益
軒
の
考
察
な
し
で
も
、
本
書
の
論
旨
は
基
本
的
に
展
開
し
得
た

と
思
わ
れ
る
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
益
軒
へ
の
言
及
が
決
定
的
に
重

要
な
の
は
、
学
習
意
欲
を
動
機
づ
け
る
世
界
観
的
意
味
づ
け
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
こ
の
こ
と
を
、
も
っ
ぱ
ら
益
軒
の
言
説
に
よ
る
と
い
う
仕
方
で

な
く
、
叙
述
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
伝
統
的
学
習
文
化
の
言
説
化
を
貝
原
益
軒
に

代
表
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
学
習
文
化
の
内
容
が
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
第
二
章

儒
学
の
学
習
」
で
対
照
的
な
学
習
方
法
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
闇
斎
学

派
と
柤
棟
学
は
、
い
ず
れ
も
近
代
的
な
教
育
と
学
習
の
シ
ス
テ
ム
の
原
理

と
は
異
質
で
あ
り
、
し
か
も
江
戸
時
代
を
読
み
解
く
重
要
な
思
想
学
派
と

し
て
着
目
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
教
育
と
学
習
の
原
理
を
あ
わ
せ
考
盧
す

れ
ば
、
伝
統
的
学
習
文
化
は
よ
り
多
様
で
豊
富
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ

る
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

二
つ
め
は
、
著
者
が
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
ま
ま
で

い
る
が
学
習
文
化
の
伝
統
は
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
い
、
現
代
の
「
学
校

化
社
会
」
に
も
伝
統
的
学
習
文
化
と
共
通
性
・
親
和
性
の
あ
る
事
象
が
い

く
つ
も
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
伝
統
の
持
続
性
を
語
る
こ
と
に
か

か
わ
る
。

第
六
章
の
「
教
科
書
信
仰
」
を
論
じ
た
節
の
末
尾
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、

著
者
は
、
伝
統
的
学
習
文
化
の
存
続
を
語
り
な
が
ら
も
、
そ
の
変
化
な
い

し
改
革
を
説
く
。
こ
の
こ
と
は
、
著
者
が
現
代
の
非
を
鳴
ら
し
て
伝
統
の

復
権
を
説
く
類
の
伝
統
主
義
者
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
伝
統
に
対
す
る
著
者
の
ス
タ
ン
ス
は
、
事
柄
の
性
質
上
も
あ
る
が
、

わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。

む
ろ
ん
、
近
代
教
育
の
問
題
状
況
を
乗
り
越
え
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の

方
向
と
し
て
著
者
の
提
示
す
る
の
は
、
新
た
に
見
直
さ
れ
た
学
習
文
化
で

あ
る
。
こ
の
新
し
い
学
習
文
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
必
ず
し
も
具

体
的
で
は
な
い
。
本
書
の
ね
ら
い
は
、
歴
史
的
視
点
か
ら
す
る
学
習
文
化

の
概
念
の
提
示
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
新
し
い
学
習
文
化
の
具
体
像
を
求
め

る
の
は
酷
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
学
習
文
化
が
歴
史
的
に
存
在

し
て
お
り
、
現
在
も
存
続
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
近
代
教
育
の
問

題
状
況
を
打
開
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
い
い
得
る
か
ど
う
か
。
そ
の
有

効
性
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
の
こ
と
は
、
直
前
に
記
し
た
こ
と
と
か
か
わ
る
が
、
学
習
文
化
の

概
念
の
人
間
論
的
意
味
で
あ
る
。
著
者
は
、
学
習
文
化
の
概
念
を
、
江
戸

期
日
本
に
も
、
ま
た
人
間
に
も
限
定
せ
ず
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
も
妥
当
す

る
も
の
と
し
て
、
よ
り
広
い
視
野
の
も
と
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

人
間
と
動
物
に
共
通
す
る
、
習
慣
、
模
倣
、
伝
統
と
い
う
概
念
は
、
決

し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
人
間
学
の
古
典
的
著
作

で
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』

日本思想史学31(1999) 18o



そ
し
て
、
学
習
文
化
の
概
念
が
、
創
造
性
や
個
性
に
で
は
な
く
、
習
慣

や
伝
統
に
親
和
的
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
考
盧
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。

習
慣
や
伝
統
は
、
人
間
的
生
の
主
要
な
構
成
契
機
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
学
習
文
化
も
人
間
形
成
に

お
け
る
限
定
さ
れ
た
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
う

み
る
と
、
本
書
の
提
示
す
る
学
習
文
化
の
概
念
は
、
人
間
形
成
に
お
け
る

一
つ
の
重
要
な
契
機
を
、
歴
史
的
視
点
か
ら
提
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。

（
一
九
二
八
年
）
に
登
場
し
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
人
間
的
生
に
つ
い

て
本
能
的
行
動
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
習
慣
的
」
行
動
を
あ
げ
、

こ
れ
を
「
連
合
的
記
憶
」
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
連

合
的
記
憶
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
動
物
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
程
度
に
働

い
て
お
り
」
、
「
行
為
模
倣
・
運
動
模
倣
」
と
結
び
つ
い
て
「
伝
統
」
を
形

成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
亀
井
裕
・
山
本
達
訳
『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
』

第
過
巻
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
、
詑
頁
以
下
）

と
こ
ろ
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
動
物
と
共
通
す
る
人
間
に
お
け
る
伝
統
・

模
倣
・
学
習
は
人
間
固
有
で
は
な
く
、
「
精
神
」
こ
そ
人
間
固
有
の
能
力

で
あ
る
と
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
「
伝
統
」
や
「
精
神
」
の
概
念

に
は
特
異
な
含
意
が
あ
る
し
、
書
評
子
が
そ
の
含
意
も
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら

の
概
念
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
論
を
想
定
す
る
と
、
学
習
能
力
は
、
人
間
に
お

け
る
、
重
要
で
は
あ
る
が
や
は
り
一
つ
の
構
成
契
機
と
し
て
限
定
し
て
考

以
上
は
、
本
書
の
投
げ
か
け
て
く
る
す
こ
ぶ
る
刺
激
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
た
、
書
評
子
の
い
さ
さ
か
一
面
的
か
も
し
れ
な
い

想
念
で
あ
る
。

本
書
は
、
豊
富
な
材
料
を
厳
密
な
学
問
的
手
続
き
で
分
析
し
な
が
ら
も
、

平
易
な
文
章
で
読
者
に
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
か
ら
、
書
評
子

と
は
異
な
る
、
多
様
な
読
み
と
り
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
つ

い
て
考
え
よ
う
と
す
る
人
々
が
、
本
書
を
直
接
手
に
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
た
い
。

（
岡
山
大
学
教
授
）
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