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現
代
に
お
い
て
哲
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と
は
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こ
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画
面
閲
覧
用
Ｐ
Ｄ
Ｆ

＊
画
面
で
閲
覧
す
る
の
に
最
適
の
レ
イ
ア
ウ
ト
で
す
。

＊
無
料
で
ご
ら
ん
に
な
れ
ま
す
。

、

、

＊
パ
ソ
コ
ン
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
保
存
す
れ
ば

電
話
線
を
切
っ
て
か
ら

。

。

ゆ
っ
く
り
画
面
で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す

そ
の
ほ
う
が
快
適
に
読
め
ま
す

＊
印
刷
や
、
テ
キ
ス
ト
の
抜
き
出
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

＊
印
刷
し
た
り
、
ペ
ー
ジ
番
号
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
目
次
に
戻
っ
て
、

印
刷
用
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
入
手
し
て
く
だ
さ
い
。
少
な
い
枚
数
で
書
籍
の
よ
う
に
美

し
く
印
刷
で
き
ま
す
。

目
次
に
戻
る

森
岡
正
博
全
集
に
戻
る
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１私
が
ど
う
し
て
大
学
生
の
と
き
に
哲
学
系
の
コ
ー
ス
に
す
す
ん
だ
の
か
に

つ
い
て
は
、
他
の
場
所
で
詳
し
く
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で

こ
こ
で
は
繰

＊
１

り
返
さ
な
い
が
、
私
は
、
私
が
生
き
て
い
る
意
味
と
は
な
に
か
、
宇
宙
は
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
な
姿
で
存
在
し
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
私
が
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
な
ど
の
問
い
に
私
自
身

満
足
の
い
く
答
え
を
出
し
た
か
っ
た
の
だ
。
当
時
、
理
科
系
の
コ
ー
ス
に
い

た
私
は
、
自
然
科
学
の
授
業
に
絶
望
し
、
私
の
問
い
を
正
面
か
ら
受
け
止
め

て
く
れ
る
の
は
文
学
部
の
哲
学
系
の
コ
ー
ス
し
か
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い

た
。
そ
こ
に
い
け
ば
、
教
師
や
学
生
た
ち
が
日
々
、
自
己
と
は
な
に
か
、
死

ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
、
人
生
の
意
味
は
な
に
か
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
あ

っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
哲
学
が

わ
き
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
期
待
は
無
惨
に
も
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
（
私
が
進
ん
だ
の
は
倫
理
学
教
室
だ
っ
た
が
、
以
下

に
述
べ
る
こ
と
は
哲
学
教
室
で
も
事
実
上
同
じ
だ
っ
た
）
あ
っ
た
の
は
、
文

献
学
の
道
場
で
あ
り
、
哲
学
者
に
つ
い
て
の
研
究
や
、
哲
学
史
に
つ
い
て
の

研
究
を
も
っ
て
〈
哲
学
〉
だ
と
言
い
く
る
め
て
い
る
空
間
で
あ
っ
た
。
だ
か



ら
、
私
は
文
学
部
に
移
っ
て
き
て
も
、
ふ
た
た
び
絶
望
す
る
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
私
が
や
り
た
い
の
は
、
カ
ン
ト
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
私
が
や
り
た
い
の
は
、
私
が
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
哲
学
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
哲
学
す
る
と
は
、
い
ま
こ
の
一
回
限
り
の
人
生
の
な
か
で
、
こ
の

私
が
、
こ
の
私
に
と
っ
て
切
実
き
わ
ま
り
な
い
問
題
に
正
面
か
ら
戦
い
を
挑

み
、
こ
の
私
の
こ
と
ば
と
思
考
で
も
っ
て
答
え
を
模
索
し
て
い
く
試
み
の
こ

と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
私
は
そ
の
よ
う
に
思
い
、
そ
し
て
い
ま
な
お
そ
の

よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
の
研
究
室
は
私
の
こ
の
思
い
を
受
け
入

れ
て
く
れ
る
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
（
い
ま
は
ど
う
な
の
か
私
は
知
ら
な

い

。
）「

時
代
の
危
機
と
精
神
的
価
値
」
と
い
う
討
議
に
お
い
て
、
私
が
い
き
な

り
こ
ん
な
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
に
は
奇
異
に
映
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
が

「
時
代
の
危
機
」
に
対
し

、

て
哲
学
界
と
い
う
も
の
が
意
味
あ
る
反
応
を
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
根
本

的
理
由
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
は
「
哲
学
界
」

な
ん
て
も
の
が
ど
う
な
ろ
う
と
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
し
、
彼
ら
に
意
味
あ

る
反
応
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
、
そ
う
い
う
学
者
し
か
彼
ら
は

生
み
出
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
な
わ
け
で
、
そ
れ
以
上
で
も

以
下
で
も
な
い
。
私
は
時
代
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
生
活
の
当
初
か
ら
哲
学



的
に
取
り
組
ん
で
き
た
つ
も
り
だ
し
、
私
は
自
分
自
身
の
必
然
性
に
よ
っ
て

そ
れ
を
行
な
っ
て
き
た
わ
け
で
、
な
に
も
哲
学
界
の
発
展
云
々
の
た
め
に
研

究
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
生
命
倫
理
、
脳
死
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
、
オ
ウ

ム
真
理
教
、
そ
し
て
無
痛
文
明
論

。
私
は
一
貫
し
て
現
代
と
自
分
自
身
の

＊
２

関
わ
り
の
な
か
に
生
起
し
て
く
る
諸
問
題
を
哲
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
試
み

て
き
た
。
そ
し
て
私
は
文
献
学
を
ほ
と
ん
ど
や
っ
て
き
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
私
は
自
分
自
身
が
い
ま
ま
で
行
な
っ
て
き
た
こ
と
を
哲
学
だ
と
思

っ
て
い
る
し
、
現
代
に
お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
形
は
こ
う
い
う

も
の
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
得
て
い
る
と
さ
え
思
っ
た
り
す
る
。

ま
ず
思
う
の
だ
が
、
時
代
の
危
機
を
痛
切
に
感
じ
た
人
々
が
、
日
本
哲
学

会
の
学
会
誌
『
哲
学
』
を
図
書
館
で
手
に
取
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
の
混
迷
し
た
世
界
を
根
本
か
ら
考
え
直
す
の
は
哲
学
し
か
な
い
と
思
っ
て

い
る
人
々
が
い
る
（
私
も
そ
う
思
っ
て
い
る

。
彼
ら
は
、
私
が
哲
学
を
研

）

究
し
て
い
る
と
知
っ
て

「
哲
学
の
学
会
と
い
う
の
は
、
現
代
の
人
間
の
心

、

の
不
安
と
か
、
環
境
問
題
の
解
決
と
か
、
生
命
の
価
値
な
ど
の
問
題
を
み
ん

な
で
必
死
に
考
え
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
意
味
の
問
い
を
投
げ
か

け
て
き
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
問
い
か
け
ら
れ
て
、
私
は
ど
う
答
え

て
い
い
の
か
い
つ
も
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
。
彼
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
学

会
の
こ
と
な
ん
か
知
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
大
学
の
研
究
者
の
世
界
の
こ
と

も
よ
く
知
っ
て
は
い
な
い
。



そ
ん
な
と
き
、
私
は
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
正
直
に
言
う
よ
う
に
し

て
い
る

「
た
ぶ
ん
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
哲
学
の
学
会
で
必
死
に
な
っ
て

。

考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
言
い
訳
の
よ
う
に
生
命

倫
理
や
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
く
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ら
を
重
要
な
課
題
と
し
て
討
議
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で

す
ね
。
彼
ら
が
一
番
関
心
あ
る
の
は
、
や
は
り
自
分
が
好
き
な
哲
学
者
の
個

人
研
究
を
す
る
こ
と
か
、
あ
る
い
は
哲
学
史
の
読
み
直
し
を
す
る
こ
と
な
の

で
す

。
そ
う
言
っ
て
、
私
は
日
本
哲
学
会
の
学
会
誌
『
哲
学
』
を
お
見
せ

」

す
る
こ
と
も
あ
る

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
の
は
、
年
に
一
回
開
か
れ
る

。

学
会
の
企
画
で
す
。
こ
れ
は
一
種
の
打
ち
上
げ
花
火
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

。

「

」

。

う

そ
の
下
に
あ
る

公
募
論
文

と
い
う
の
が
学
会
の
主
要
な
活
動
で
す

こ
れ
は
、
学
会
発
表
を
論
文
に
し
て
採
用
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル

を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
哲
学
の
学
会
が
い
ち
ば
ん
力
を
入
れ
て

や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す

。
」

『
哲
学
』
の
公
募
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
×
×
と
い
う
哲
学
者

に
お
け
る
×
×
に
つ
い
て
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
は
、
ほ

。

、

ん
と
う
に
時
間
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
よ
う
だ

私
が
学
生
だ
っ
た
時
代
か
ら

ほ
と
ん
ど
何
の
変
化
も
見
ら
れ
な
い

「
良
く
も
悪
く
も
こ
れ
が
哲
学
の
学

。

会
と
い
う
も
の
な
の
で
す
」
と
私
は
説
明
す
る
。
そ
の
人
は
「
哲
学
の
学
会

で
は

〈
私
は
こ
う
思
う
〉
と
か
〈
現
代
社
会
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え

、



直
す
〉
と
か
い
う
議
論
を
み
ん
な
で
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
」

と
感
想
を
漏
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
私
は
う
な
づ
く
し
か
な
い

「
そ
う
な
の

。

で
す
。
哲
学
の
学
会
と
は
、
私
は
こ
う
思
う
と
か
、
現
代
社
会
は
こ
う
な
っ

て
い
る
と
か
、
そ
う
い
う
時
流
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
研
究
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
」
と
か
言
わ
れ
て
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
な
い
の
で
す
よ
。
そ

う
い
う
目
先
の
こ
と
を
考
え
る
の
を
哲
学
だ
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、
プ
ラ

ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
解
明
す
る
と
い
う
よ
う

、

。

な

哲
学
者
に
つ
い
て
の
解
釈
学
の
こ
と
を
哲
学
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
よ

私
は
そ
う
い
う
の
は
お
か
し
い
と
常
々
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ば
か

り
は
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
ね

。
」

た
し
か
に
、
学
会
が
公
募
論
文
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
採
用
す
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
一
五
年
間
ま
っ
た
く
変
化
が
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
ち
な
み
に
近
年
の
『
哲
学
』
の
公
募
論
文
を
見
て
も
、
一
五
年
前
の

公
募
論
文
を
見
て
も
、
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
哲
学
者
の
名
前
に
若

干
の
違
い
が
あ
る
く
ら
い
で

「
×
×
に
お
け
る
×
×
に
つ
い
て
」
と
い
う

、

内
容
の
論
文
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
「
制
度
化
」
の
問
題
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
あ
と
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ち
な
み
に
、
私
が
大
学
院
生
の
と
き
に
書
い
て
知
人
に
配
布
し
た
未
発
表

の
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る

「
現
代
日
本
の
哲
学
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
い
る
三
つ

。



の
症
候
群
に
つ
い
て

）
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
私
が
書
い

」（
一
九
八
六
年
頃

た
こ
と
は
い
ま
だ
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
。
原
文
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参

、

。

照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て

そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
を
紹
介
し
て
み
た
い

＊
３

ま
ず
、
第
一
の
症
候
群
は

「

に
お
け
る
」
症
候
群
と
呼
ば
れ
る
。

、

│
│

こ
れ
は
学
会
誌
に
載
せ
ら
れ
る
論
文
が
「
誰
々
に
お
け
る
何
々
問
題
に
つ
い

て
」
と
い
う
形
式
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
学
生
に
と
っ
て

大
学
院
時
代
と
い
う
の
は
、
い
か
に
し
て
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
論
文

を
生
産
す
る
か
と
い
う
技
術
を
学
び
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
論
文
を
発
表
す
る

こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
哲
学
」
で
あ
る
と
信
じ
込
ま
さ
れ
る
期
間
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
修
練
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
と
は
「
私
は
こ
う
考

え
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て

「
誰
々
が
ど
う
考
え
た
の
か
に
つ
い
て

、

私
は
こ
う
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
洗
脳
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
洗
脳
を
受
け
た
の
ち
に
は
、
特
定
個
人
に
つ
い
て
の
文
献
学
は
と
て
も

快
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
引
用
し
よ
う
。

ひ
と
つ
に
は
、
特
定
個
人
の
思
想
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
の
、
麻
薬
の
よ

う
な
快
感
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
快
感
と
で
も
言
お
う
か
。
つ
ま

り
、
自
分
の
頭
で
は
考
え
ず
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
考
え
て
も
ら
っ

て
、
自
分
で
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
快
感
。
た



と
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
も
の
を
考
え
る
快
感
。
道
元
の
よ
う
に

も
の
を
考
え
る
快
感
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
快
感
が
哲
学
で
あ
り
倫

理
学
で
あ
り
学
問
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
へ
と
結
び
付
く
。
そ
し
て
つ
い

に
は
、
そ
の
快
感
が
「
安
心
」
へ
と
変
わ
る
と
い
う
事
態
に
至
る
。
つ

ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
み
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
安
心

す
る
、
と
い
う
事
態
に
。
こ
の
境
地
に
至
っ
た
人
は

「
ヘ
ー
ゲ
ル
を

、

読
ん
で
い
れ
ば
い
い
」
と
か

「
親
鸞
で
い
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す

、

る
。
こ
の
こ
と
を
専
門
用
語
で
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
あ
る
い
は
親
鸞
に
即
す

る
」
と
言
う
。

こ
の
境
地
に
至
る
と
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
カ

ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
考
え
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
の
問
題
を
自
分
自

身
は
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
棚
上
げ
に
し
た
ま
ま
で
、
論

文
を
書
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲

学
探
究
に
お
け
る
責
任
回
避
で
も
あ
る

こ
の
よ
う
な
論
文
で
は

カ

。

、「

ン
ト
と
と
も
に
次
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
か
「
ヘ
ー
ゲ
ル
を
手

が
か
り
に
し
て
次
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
出

す
る
。
こ
れ
を
「
手
が
か
り
に
し
て
症
候
群
」
と
呼
ぶ
。

第
三
の
症
候
群
は
「
次
の
機
会
に
症
候
群
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
引
用

し
て
お
こ
う
。



で
は
、
彼
ら
に

「
カ
ン
ト
が
そ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い

、

る
か
は
よ
く
分
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
あ
な
た
自
身
は
そ
の
問
題
に
つ
い

て
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
す
か
？
」
と
問
う
て
み
よ
う
。
し
か
し
私
た

ち
は
彼
ら
の
論
文
の
末
尾
に

「
我
々
は
以
上
の
よ
う
な
根
本
問
題
に

、

直
面
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
次
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
筆
を
置
き
た
い
と
思
う
」
と
い
う
文
字
列
を
発
見
す
る
に
終
わ

る
の
み
で
あ
る
。
次
の
機
会
は
い
つ
訪
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ

と
し
て
こ
れ
は
、
自
分
の
頭
で
問
題
そ
の
も
の
に
取
り
組
む
こ
と
を
、

永
遠
に
先
の
ば
し
す
る
と
い
う
宣
言
文
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
い
わ
ゆ
る
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
私
た
ち
は
「
次
の
機
会
に
」
症
候
群

と
呼
び
た
い
。

こ
れ
ら
三
つ
の
症
候
群
が
、
現
代
日
本
の
哲
学
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
い
る

の
だ
と
私
が
書
い
た
の
が
も
う
一
〇
年
以
上
も
前
な
の
だ
が
、
そ
れ
以
来
状

況
は
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
状
況
が
変
わ
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
学

会
誌
の
内
容
も
ま
た
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
兆
候
は
見
ら
れ
な

い
。繰

り
返
し
言
う
が
、
時
代
の
危
機
と
い
う
こ
と
を
哲
学
の
分
野
で
テ
ー
マ

、「

」

に
す
る
と
き
に
は

哲
学
す
る
者
が
時
代
の
危
機
に
対
応
で
き
て
い
な
い



。

、

と
い
う
こ
と
が
ま
ず
テ
ー
マ
と
な
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
る

だ
か
ら

し
つ
こ
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。

２と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
制
度
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
科
学
論
に
お
い
て
は
、
学
問
は
「
学
会

「
レ
フ
ェ
リ
ー
つ
き
学

」

会
誌

「
大
学
の
ポ
ス
ト

「
教
科
書
」
な
ど
が
有
機
的
に
組
織
化
さ
れ
る

」

」

こ
と
を
も
っ
て
そ
の
学
問
は
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
何
が
そ

の
学
問
で
あ
っ
て
何
が
そ
の
学
問
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
の
評
価
基
準
が
学

会
に
よ
っ
て
明
示
的
暗
示
的
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
学
問
的
業

績
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
振
り
分
け
ら
れ
、
そ
の
業
績
を
積
み
上
げ
た
も
の

が
専
門
家
・
研
究
者
と
し
て
認
定
さ
れ
、
大
学
の
ポ
ス
ト
に
就
き
、
そ
し
て

学
生
を
再
生
産
し
て
い
く
。
こ
れ
が
学
問
の
制
度
化
の
ひ
と
つ
の
意
味
で
あ

る
。現

代
日
本
の
哲
学
の
制
度
化
に
お
い
て
は

「
文
献
学

「
解
釈
学
」
が
、

、

」

哲
学
の
業
績
の
認
定
基
準
と
し
て
基
本
的
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
文
献
学
・
解
釈
学
の
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
な
い
論
文
は
、

ま
ず
そ
の
形
式
か
ら
し
て
学
会
誌
に
採
用
さ
れ
に
く
い
。

制
度
化
さ
れ
た
学
問
は
、
き
わ
め
て
自
己
目
的
的
に
運
動
す
る
。
あ
る
論



文
が
哲
学
の
論
文
と
し
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
文
献
学
・
解
釈
学
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
ほ
う
が
有
利
な
の
で
あ
る
か
ら
、
応
募
者
は
そ
う
い

う
ス
タ
イ
ル
で
論
文
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
応
募
さ

れ
て
く
る
論
文
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
と
な
り
、
掲
載
さ

れ
る
も
の
も
そ
う
な
る
。
す
る
と
、
そ
れ
が
既
成
事
実
を
作
り
上
げ
て
、
あ

と
に
続
く
学
生
た
ち
は
さ
ら
に
強
固
に
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
学
習
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

学
生
が
学
会
誌
に
論
文
を
載
せ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
彼
ら
は
そ
の
学
会

。

、

誌
で
ど
の
よ
う
な
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
か
を
研
究
す
る

そ
し
て

論
文
を
作
成
す
る
と
き
に
、
そ
の
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
ス
タ
イ
ル
に
合
わ

せ
て
、
論
文
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
、
受
験
秀
才
の

。

、『

』

よ
う
な
器
用
な
学
生
の
論
文
が
採
用
さ
れ
や
す
く
な
る

私
自
身

哲
学

に
投
稿
し
た
論
文
は
文
献
学
の
ス
タ
イ
ル
に
し
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
で
は
自

│
│

分
の
研
究
発
表
の
汚
点
の
ひ
と
つ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
私
自
身
が

「
、

に
お
け
る
」
論
文
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
私
が
自
己
批
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
。
な
ぜ
私
が
そ
う
い
う
論
文
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の

か
。
そ
の
理
由
は

「
哲
学
界
」
と
い
う
も
の
に
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
か
ら

、

だ
。
そ
う
い
う
欲
望
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
い
ま
で
は
「
哲
学

界
」
と
い
う
も
の
の
存
在
自
体
が
幻
想
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
が
、
当
時
は
ま
だ
分
か
ら
な
か
っ
た
。
制
度
化
さ
れ
た
学
問
と
い
う



の
は
、
そ
う
い
う
研
究
者
の
欲
望
と
共
犯
関
係
を
取
り
結
び
、
自
己
目
的
的

に
運
動
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
学
会
の
公
募
論
文
と
い
う
の
は
、
大
学
院
生
や
若
手
の
研
究
者

を
制
度
化
の
枠
に
は
め
込
ん
で
い
く
た
め
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
を

す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

「
こ
う
い
う
論
文
こ
そ
が
哲
学
な
の
で
あ
り
、

、

こ
う
い
う
論
文
を
書
か
な
い
限
り
き
み
は
学
会
で
は
認
め
ら
れ
な
い
の
だ

よ
」
と
い
う
教
育
機
能
を
有
し
て
お
り
、
同
時
に
、
そ
の
試
験
を
パ
ス
し
た

者
に
対
し
て
と
り
あ
え
ず
の
学
会
通
行
許
可
証
を
発
行
す
る
と
い
う
機
能
も

ま
た
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
通
行
許
可
証
に
業
績
と
い
う
名
の
論
文
群
を

蓄
積
す
れ
ば
大
学
教
員
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。
だ
か
ら
、
哲
学
研
究
者
と
し

て
認
め
ら
れ
、
あ
わ
よ
く
ば
大
学
教
員
と
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
も
つ
大

学
院
生
や
若
手
の
研
究
者
た
ち
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
過
す
る

た
め
に
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
学
会
か
ら
の
教
育
を
受
け
、
ス
タ
イ
ル
を
学
習

し
、
み
ず
か
ら
を
制
度
化
の
枠
に
は
め
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら

進
ん
で
枠
に
は
ま
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
彼
ら
は
そ
う
い
う
制
度

化
の
枠
の
な
か
で
し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し

て
そ
れ
が
骨
身
に
ま
で
染
み
た
と
き
に
、
彼
ら
は
制
度
化
の
枠
組
み
を
ま
っ

た
く
疑
う
こ
と
す
ら
し
な
い
専
門
家
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る

「
文
献

。

学
・
解
釈
学
こ
そ
が
哲
学
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
骨
の
髄
ま
で
染

み
込
ま
せ
た
研
究
者
が
、
時
代
の
危
機
に
真
に
対
応
す
る
哲
学
の
営
み
を
開



始
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
過
去
の

哲
学
者
の
思
想
を
抽
出
し
て
き
て
現
代
の
状
況
に
た
だ
あ
て
は
め
て
み
る
だ

け
の
こ
と
だ
。
そ
ん
な
こ
と
で
現
代
の
問
題
の
構
造
が
解
明
で
き
る
ほ
ど
、

。

、

、

現
代
社
会
の
抱
え
る
病
理
は
浅
く
な
い

そ
し
て

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば

生
命
倫
理
な
ど
の
学
際
集
会
で
い
ち
ば
ん
失
笑
を
買
う
の
は
、
哲
学
者
と
称

す
る
者
の
そ
う
い
う
た
ぐ
い
の
発
表
な
の
で
あ
る

（
も
う
ひ
と
つ
の
失
笑

。

の
的
は
、
自
然
科
学
者
や
医
者
の
大
家
が
滔
々
と
述
べ
る
幼
稚
な
哲
学
論
や

科
学
論
な
の
で
あ
る
が

。
）

現
代
日
本
に
お
い
て
、
哲
学
は
文
献
学
・
解
釈
学
を
主
軸
と
し
て
制
度
化

さ
れ
た
。
そ
の
功
罪
は
様
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
時
代
の
危
機
に
対
応
す
る
と

い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
が
格
段
に
大
き
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば

「
私
は
こ
う
考
え
る
」
と
か
「
現
代
の

、

問
題
を
哲
学
し
た
い
」
と
い
う
動
機
付
け
を
も
っ
て
い
る
学
生
た
ち
を
、
そ

の
研
究
の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
お
い
て
排
除
し
て
い
く
方
向
へ
と
制
度
化
の
圧

力
は
働
く
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
動
機
付
け
で
も
っ
て
哲

学
に
興
味
を
示
し
て
く
る
学
生
た
ち
は

「
自
分
自
身
が
問
題
を
ど
の
よ
う

、

に
考
え
た
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
に
主
た
る
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
私
の
接
す
る
範
囲
で
言
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
関
心
を
示
す
学
生
は
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
院
や
学
会
へ
と
続
い
て
い
く
研
究
者
の
道
は
、

そ
の
よ
う
な
学
生
た
ち
の
希
望
を
く
じ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
自
分
の
頭
と
こ



と
ば
で
現
代
の
問
題
を
哲
学
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
彼
ら
が
、
大
学
生
活
を

送
る
う
ち
に
し
だ
い
に
失
望
し
、
絶
望
し
、
哲
学
へ
の
道
を
あ
き
ら
め
て
い

く
、
そ
う
い
う
姿
を
い
ま
ま
で
ど
の
く
ら
い
見
て
き
た
こ
と
か
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
と
、
す
ぐ
に
反
論
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
す
な

、

。

、

わ
ち

ど
ん
な
学
問
で
あ
っ
て
も
徒
弟
修
行
の
時
代
は
あ
る
の
だ

最
初
は

、

。

文
献
を
き
ち
ん
と
読
ん
で

過
去
の
哲
学
者
の
考
え
た
こ
と
を
頭
に
入
れ
る

そ
う
や
っ
て
哲
学
と
は
な
に
か
が
分
か
っ
て
か
ら
、
自
分
の
思
索
に
進
め
ば

よ
い
。
そ
う
い
う
反
論
だ
。

そ
の
反
論
の
内
容
自
体
は
か
な
ら
ず
し
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
私
が
問
題
視
し
た
い
の
は
、
そ
う
い
う
言
い
方
で
も
っ
て
、
自
分

の
頭
で
考
え
た
い
学
生
た
ち
を
押
さ
え
つ
け
、
締
め
付
け
、
彼
ら
か
ら
こ
と

ば
を
う
ば
っ
て
い
き
、
自
分
た
ち
の
解
釈
学
の
流
派
に
は
ま
ら
な
い
場
合
は

大
学
院
の
コ
ー
ス
か
ら
巧
妙
に
追
放
し
、
そ
う
や
っ
て
結
局
は
文
献
学
・
解

釈
学
の
制
度
化
の
枠
で
し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
洗
脳
を
繰
り
返

し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
私
は
、
哲
学
の

コ
ー
ス
を
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
学
生
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
や
っ
て
み

る
と
と
て
も
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
る
。
私
が
個
人
的
に
知
っ
て
い
る
学

生
た
ち
の
な
か
に
も
、
自
分
の
頭
と
こ
と
ば
で
考
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
よ

う
な
学
生
が
け
っ
こ
う
大
学
院
に
進
ま
な
い
と
い
う
現
象
が
あ
る
。

も
し
日
本
哲
学
会
が
、
時
代
の
危
機
に
対
応
す
る
哲
学
の
必
要
性
と
い
う



も
の
を
ほ
ん
と
う
に
考
え
て
い
る
の
な
ら
、
ま
ず
で
き
る
こ
と
の
ひ
と
つ
と

し
て
は
、
文
献
学
・
解
釈
学
以
外
の
ス
タ
イ
ル
の
論
文
を
積
極
的
に
公
募
論

文
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

私
の
こ
の
論
文
が
こ
こ
に
公
刊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
に
か
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
は
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
だ
。
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
必
要
が
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
公
募
論
文
の
半
分
は
文
献
学
・
解
釈

学
で
は
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
自
分
自
身
の
存
在
論
や
言
語
論
を
深
め
た
も

の
や
、
現
代
の
諸
問
題
を
哲
学
す
る
も
の
な
ど
に
な
る
よ
う
に
め
ざ
す
こ
と

だ
。
そ
う
い
う
哲
学
研
究
を
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
す
る
仕
組
み
を
な
に
か
考
案
す

る
こ
と
だ
。
私
は
何
も
文
献
学
や
解
釈
学
を
排
斥
し
ろ
と
い
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
文
献
学
や
解
釈
学
と
、
現
代
の
諸
問
題
を
哲

学
す
る
も
の
の
両
者
が
相
拮
抗
す
る
状
態
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
と

述
べ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
の
な
か
か
ら
、
意
義
あ

る
哲
学
の
営
み
は
生
成
し
て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。
時
代
に
流
さ
れ
な
い

問
い
、
た
と
え
ば
「
存
在
と
は
な
に
か

「
理
性
と
は
な
に
か
」
と
い
う
哲

」

学
的
問
い
の
探
求
と
同
時
に
、
現
代
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
い
問
い
、
た
と
え
ば
「
科
学
技
術
は
人
間
を
幸
福
に
す
る
の
か
」

「
現
代
文
明
の
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
哲
学
的
問
い
を
探

求
し
て
い
く
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
哲
学
の
精
神
は
生
き
生
き
と
再

生
し
始
め
る
の
で
は
な
い
の
か
。
私
は
そ
う
思
う
の
だ
が
、
み
な
さ
ん
は
ど



う
思
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
学
会
誌
を
見
て
い
る
限
り
、
み
な
さ

ん
が
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
見
え
て
こ
な
い
。

と
り
あ
え
ず
、
こ
の
こ
と
が
私
の
い
ち
ば
ん
言
い
た
い
こ
と
な
の
だ
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
制
度
化
に
関
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
付
け
加
え
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
哲
学
の
制
度
化
」
と
い
う
こ

、

と
が

「
自
然
科
学
の
制
度
化
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
り
得
る
の
か
と

、

い
う
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
立

っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
基
盤
と
な
る
知
の
基
底
そ
れ
自
体
を
根
底
か
ら
問
い
な

お
す
と
い
う
営
み
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
哲
学
と
は
、
わ
れ

わ
れ
が
は
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
、
野
蛮
な
力
を
も
っ

て
徹
底
的
に
疑
い
、
再
考
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
根
底

か
ら
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
く
よ
う
な
試
み
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
よ
う
な
営
み

〈

〉

、

。

が

制
度
化
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が

は
た
し
て
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か

言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
の
営
み
と
い
う
の
は
、
そ
の
営
み
を
制
度
化
し
よ
う

と
す
る
運
動
そ
れ
自
体
に
逆
ら
っ
て
、
そ
の
運
動
自
体
を
疑
い
、
再
考
し
、

相
対
化
し
て
い
く
営
み
と
し
て
し
か
真
の
意
味
で
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
哲
学
を
制
度
化
す
る
運
動
に
無
批
判
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た

が
最
後
、
哲
学
の
営
み
は
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な

い
の
か
。
こ
こ
が
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

要
す
る
に

「
哲
学
の
学
会
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
言
葉
の
真
の

、



意
味
で
成
立
す
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
制
度
化
さ
れ
た
空
間

の
な
か
で
は
、
哲
学
の
営
み
は
死
ぬ
。
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、

哲
学
に
一
見
似
て
は
い
る
が
、
実
は
ま
っ
た
く
別
物
で
し
か
な
い
。
そ
も
そ

も
、
枠
が
定
め
ら
れ
た
空
間
の
内
部
で
営
ま
れ
る
哲
学
と
は
、
い
っ
た
い
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
「
哲
学
」
だ
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
最

大
の
自
己
欺
瞞
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
も
し
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
学
会
と
い
う
よ
う
な
制
度
化
の
自
己
運
動
そ
れ
自
体
を

疑
い
続
け
る
よ
う
な
空
間
で
の
み
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
公
募
さ
れ
た
〈
哲
学
〉
の
論
文
を
、
な
に
か
の
基
準
に

〈

〉

。

よ
っ
て

審
査

す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
哲
学
の
営
み
と
は
、
そ
う
い
う
審
査
の
基
準
の
よ
う
な

も
の
そ
れ
自
体
を
疑
い
、
再
考
し
、
再
構
築
し
て
い
く
よ
う
な
営
み
で
あ
る

は
ず
だ
か
ら
だ
。
哲
学
の
営
み
と
い
う
の
は
、
本
来
は
、
そ
れ
を
審
査
す
る

基
準
な
ど
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
よ
う
な
地
平
で
、
哲
学
す

る
も
の
同
士
が
戦
い
合
い
、
学
び
合
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

哲
学
は
、
制
度
化
さ
れ
た
学
会
の
空
間
の
外
で
の
み
営
ま
れ
得
る
は
ず
で

あ
る
。
で
は
、
学
会
と
い
う
の
は
何
な
の
か
。
哲
学
の
場
合
、
そ
れ
は
、
哲

学
を
志
し
て
い
る
者
の
あ
い
だ
の
連
絡
集
会
、
情
報
交
換
集
会
、
あ
る
い
は

な
に
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
母
体
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
な
ら
存
立
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
実
際
の
哲
学
の
営
み
は
、



制
度
化
さ
れ
評
価
機
能
を
持
っ
た
学
会
空
間
の
外
で
な
さ
れ
て
い
く
し
か
な

い
は
ず
だ
。

だ
か
ら
、
逆
説
的
に
考
え
れ
ば
、
日
本
哲
学
会
の
学
会
誌
に
お
い
て
は
、

三
つ
の
症
候
群
に
満
ち
た
公
募
論
文
を
こ
れ
か
ら
も
再
生
産
し
続
け
て
い
く

。

、

こ
と
が
も
っ
と
も
健
康
的
な
の
か
も
し
れ
な
い

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
真
の
哲
学
の
営
み
は
こ
の
学
会
空
間
の
外
に
の
み
あ
る
の
だ
」
と
い
う
こ

と
を
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
示
し
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
哲
学
会

が
「
哲
学
」
に
対
し
て
行
な
い
得
る
最
大
の
貢
献
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
こ
こ
ま
で
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
哲
学
会
が
ど
ち
ら
の
道
を
こ

。

、

れ
か
ら
選
択
し
て
い
っ
て
も
別
に
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
た
り
す
る

た
だ
し

い
ま
述
べ
た
後
者
の
道
を
と
る
と
き
に
は
、
み
ず
か
ら
の
し
て
い
る
こ
と
が

「
他
山
の
石
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
自
覚
し
た
う
え
で
行
な
い
続
け

て
ほ
し
い
と
私
は
思
う
。

３哲
学
が
「
時
代
の
危
機
」
に
対
応
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
議
論
が
あ
る
。
時
代
の
危
機
に
対
応
す
る
た
め
に
哲
学
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
「
社
会
か
ら
の
要
請
」
と
は
無
関
係
に
哲
学
の

根
本
問
題
を
探
求
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
い
う
意
見
に
は
私
も
賛
同
す



る
。
時
代
の
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
即
効
薬
と
し
て
哲
学
を
売
り
物
に
す

る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。

た
だ
、
私
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
切
実
な
問
題
意
識
の
な
か
に
「
こ
の

現
代
社
会
に
生
き
て
い
る
私
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」
と
い
う
哲
学
的
問

い
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
、
自
分
の
問
題
意
識
を
探
求
す
る
こ
と
が
す

な
わ
ち
現
代
社
会
と
人
間
の
姿
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
時
代
の
危

機
が
あ
る
の
な
ら
ば
そ
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
哲
学
の
内
容
と
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
、
自
己
を
問
う
こ

と
と
、
現
代
を
問
う
こ
と
と
、
哲
学
す
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
現
代
を
問
う
こ
と
、
そ
し
て
現
代
社
会
が
な
に
か
の
危
機
を
抱

え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
構
造
を
根
本
的
に
解
明
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て

わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
、
哲

学
の
営
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
の
で
あ

る
。現

代
日
本
の
哲
学
は
文
献
学
・
解
釈
学
を
主
軸
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
き

た
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
現
代
社
会
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間

の
姿
を
問
う
こ
と
を
そ
の
中
心
に
据
え
る
哲
学
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

文
献
学
・
解
釈
学
を
中
心
に
据
え
る
哲
学
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
こ
の
社

会
を
生
き
る
そ
の
実
践
の
プ
ロ
セ
ス
の
た
だ
中
に
お
い
て
思
索
を
深
め
て
い

く
と
い
う
形
の
実
践
学
を
中
心
に
据
え
る
哲
学
に
な
る
は
ず
だ
と
私
は
思



う
。
そ
し
て
、
も
し
仮
に
、
制
度
化
さ
れ
た
哲
学
の
学
会
が
ほ
ん
と
う
に
時

代
の
危
機
に
対
応
す
る
よ
う
な
哲
学
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
い
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
分
の
人
生
を
土
台
に
据
え
た
「
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
」
の
営
み

を
サ
ポ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

自
分
の
人
生
を
土
台
に
据
え
た
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
の
営
み
は
、
あ
る

テ
キ
ス
ト
を
た
ん
ね
ん
に
読
ん
で
そ
こ
に
内
包
す
る
思
想
を
あ
ぶ
り
だ
す
と

い
う
作
業
を
中
心
と
は
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
の
現
代
社
会
に
生
き

る
自
分
自
身
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
生
を
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
こ
か
ら

ど
の
よ
う
な
哲
学
的
な
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
の
か
、
こ
の
社
会
は
ど
の
よ

う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
社
会
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
縛
っ
て

い
る
枠
組
み
と
は
何
な
の
か
、
そ
う
い
う
問
い
を
実
際
の
世
界
か
ら
汲
み
上

げ
て
き
て
自
分
の
頭
と
こ
と
ば
で
探
求
し
て
い
く
作
業
を
中
心
と
す
る
こ
と

に
な
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
テ
キ

ス
ト
読
解
の
か
わ
り
に
、
実
人
生
と
実
社
会
の
読
解
が
入
り
口
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
テ
キ

ス
ト
解
釈
で
は
な
く

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

、

現
代
社
会
が
ど
の
よ
う
な
原
理
で
機
能
し
て
い
る
の
か
を
自
分
の
目
と
脚
で

探
っ
て
く
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
い
ま
ま
で

の
人
生
が
な
ん
だ
っ
た
の
か
を
反
省
的
に
振
り
返
っ
て
み
る
人
生
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
に
と
っ
て
重



要
な
の
は
、
こ
の
意
味
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
践
学
を
、
私
自
身
は
自
覚
的
に
行
な
っ
て
き
た

（
私
は
次
の
機
会
に
と
は
言
わ
な
い

。
私
に
と
っ
て
の
「
実
践
学
と
し
て

）

の
哲
学
」
は
、
現
代
に
お
い
て
宗
教
と
は
な
に
か
を
探
求
し
た
『
宗
教
な
き

時
代
を
生
き
る
た
め
に
』
と
し
て
ま
ず
最
初
の
形
を
な
し
た
。
い
ま
そ
の
続

「

」

。

、

編
の

無
痛
文
明
論

を
連
載
し
て
い
る

そ
れ
ら
一
連
の
営
み
の
な
か
で

私
は
こ
の
現
代
社
会
に
生
き
る
自
分
自
身
の
姿
を
明
る
み
に
出
し
、
人
間
に

と
っ
て
宗
教
的
な
る
も
の
と
は
何
か
、
癒
し
の
罠
と
は
何
か
、
科
学
は
真
理

を
与
え
て
く
れ
る
の
か
な
ど
の
問
い
を
自
分
自
身
の
こ
と
ば
で
探
求
し
た
。

私
は
こ
れ
ら
の
営
み
を
、
哲
学
の
営
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
現

代
日
本
の
哲
学
界
か
ら
こ
れ
を
「
哲
学
」
だ
と
認
め
て
も
ら
え
る
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
営
み
と
表
現
行
為
は
、
文
献
学
・
解
釈
学
と

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

文
献
学
・
解
釈
学
か
ら
実
践
学
へ
。

私
の
言
い
た
い
こ
と
は
こ
れ
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
実
践
学
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
も
深
く
、
そ
し
て
痛

切
に

「
世
界
」
と
「
他
者
」
に
出
会
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
み
ず
か
ら

、

の
知
的
な
傲
慢
さ
を
打
ち
砕
か
れ
、
本
物
の
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
単
に

机
の
上
だ
け
で
こ
ね
く
り
ま
わ
し
て
い
た
議
論
が
い
か
に
存
在
の
奥
底
に
ま

で
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
身
を
も
っ
て
知
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と



。

、

、

も
私
は
そ
う
だ
っ
た

実
際
の
人
生

実
際
の
他
者
と
の
や
り
と
り
や
戦
い

実
際
の
世
界
へ
の
働
き
か
け
、
そ
れ
ら
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
、
は
じ
め
て

私
は
本
物
の
哲
学
の
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

わ
れ
わ
れ
が
存
在
と
し
て
分
断
さ
れ
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
自

分
の
人
生
を
悔
い
な
く
生
き
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
他
者
を
理
解
す

る
こ
と
の
可
能
性
と
欺
瞞
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
、
そ

う
い
う
哲
学
的
問
い
を
私
は
実
際
の
自
分
の
人
生
、
そ
し
て
他
者
と
の
や
り

と
り
の
た
だ
中
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
身
を
も
っ
て
対

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
そ
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
テ
キ
ス
ト
を
通
し

て
学
習
し
て
い
た
他
者
理
論
や
時
間
論
、
存
在
論
な
ど
が
い
か
に
自
分
自
身

に
と
っ
て
う
わ
べ
だ
け
の
知
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

過
去
の
哲
学
者
の
思
索
に
自
分
の
思
索
を
重
ね
て
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ

て
い
た
哲
学
理
論
が
、
い
ま
こ
こ
を
生
き
る
こ
の
私
と
他
者
に
と
っ
て
い
か

に
力
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

実
際
に
人
生
を
生
き
る
な
か
で
、
他
者
と
や
り
と
り
す
る
な
か
で
、
世
界

に
向
か
っ
て
働
き
か
け
る
な
か
で
直
面
し
て
く
る
諸
問
題
に
、
哲
学
的
に
真

摯
に
向
か
い
合
う
こ
と
。
そ
れ
を
中
核
と
す
る
よ
う
な
哲
学
の
営
み
。
そ
し

て
そ
の
営
み
を
思
索
と
し
て
深
め
、
そ
こ
か
ら
な
に
か
の
知
識
や
知
恵
を
汲

み
上
げ
て
き
て
表
現
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
び
自
分
の
人
生
へ
と
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
て
ゆ
く
こ
と
。
そ
れ
が
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
な
の
だ
と
私
は



思
う
。
医
療
倫
理
な
ど
か
ら
の
問
い
か
け
に
応
じ
る
形
で

「
現
場

「
臨

、

」

床
」
を
重
視
す
る
哲
学
の
必
要
性
が
語
ら
れ
始
め
て
い
る
。
鷲
田
清
一
ら
の

「
臨
床
哲
学
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
実
際
の
現
場
、
実
際
の
生
と
死
、
実

際
の
や
り
と
り
な
ど
を
最
重
要
視
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
こ
こ
で
言

う
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
に
近
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
医
療
倫
理
か
ら
の

問
い
か
け
を
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
て
い
く
力
が
ま
だ
哲
学
界
に
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
若
干
の
希
望
を
抱
か
せ
る
。

話
を
こ
こ
ま
で
進
め
て
く
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
次
の
問
い
を
投
げ
か
け
ざ

る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
哲
学
な
ど
を
す
る
の
か
、
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
様
々
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
問
い
か
け
な

し
に
た
だ
論
文
生
産
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
昔
は
考
え
た
こ
と
は
あ
る
が
、
い
ま
は
も
う
そ
ん
な
青
い
こ

と
は
考
え
な
い
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
私

の
答
え
は
、
い
た
っ
て
簡
単
で
あ
る
。
私
は
、
こ
と
ば
の
真
の
意
味
で
「
私

、

」

。

、

が
よ
り
よ
く
生
き

よ
り
よ
く
死
ぬ

た
め
に
哲
学
を
し
て
い
る

そ
し
て

そ
れ
を
め
ざ
す
た
め
に
は
い
く
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
解
釈
し
て
い
て
も
だ

め
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
足
を
洗
い
、
そ
の
か

、

、

、

わ
り
に

自
分
の
人
生
そ
の
も
の
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て

自
己
と
は
何
か

現
代
社
会
と
は
何
か
、
他
者
と
は
何
か
を
自
分
の
頭
と
こ
と
ば
で
気
の
済
む

ま
で
探
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
過
去
の
哲
学
者



た
ち
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
い
過
去
の
無
数
の
哲
学
者
た
ち
は
、
な

ん
の
こ
と
は
な
い
、
こ
う
い
う
営
み
を
日
々
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
ら
、

私
も
ま
た
そ
れ
を
す
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
誰
か
過
去

の
哲
学
者
の
文
献
学
・
解
釈
学
を
主
な
仕
事
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル

ト
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
と
い
う
書
物
を
読
む
よ

う
に
こ
こ
ろ
が
け
た
の
は
、
誰
で
あ
っ
た
か
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
と
い
う
書
物
を
よ
り
よ
く
読
む
た
め
に
は
、
先
人
が
積

み
重
ね
て
き
た
知
識
や
思
索
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
は
あ
く

ま
で
世
界
と
い
う
書
物
を
よ
り
よ
く
読
む
た
め
の
〈
補
助
具
〉
と
し
て
必
要

な
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
、
日
本
の
哲

学
界
は
、
哲
学
の
ひ
と
つ
の
や
り
方
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

、

。

。

こ
れ
は

み
な
さ
ん
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る

私
の
答
え
は
す
で
に
述
べ
た

、

、

私
自
身
は

哲
学
界
が
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
哲
学
と
し
て
認
め
よ
う
が

認
め
ま
い
が
、
別
に
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
。
私
は
、
私
が
哲
学
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と
を
今
後
も
遂
行
し
て
い
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
興

味
が
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
意
見
を
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
ひ
と
つ
だ
け
誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
く
が
、
私
の
い
う

実
践
学
と
い
う
の
は

「
実
践
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
議
論
を
す
る
と
い
う

、

こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
私
や
あ
な
た
が
、
実
際
に
、
こ



の
世
界
の
な
か
で
実
践
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
実
践
に
つ
い
て
語
る
の

で
は
な
く
て
、
実
際
に
実
践
す
る
こ
と
だ
。
実
際
に
実
践
し
な
が
ら
思
索
を

深
め
、
ま
た
実
践
し
、
そ
う
や
っ
て
考
え
な
が
ら
自
分
自
身
の
人
生
を
生
き

切
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば

「
対
話
の
哲
学
」
に
つ
い
て
議

、

論
を
重
ね
て
い
る
者
が
、
実
人
生
で
は
ま
っ
た
く
対
話
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と

ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
実
践
学
と
し
て
の
哲
学
は
そ

う
い
う
姿
勢
を
拒
否
す
る
。

時
代
の
危
機
に
つ
い
て
哲
学
的
に
語
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
う
い
う
危
機

に
直
面
し
た
時
代
の
な
か
で
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
す
る
の

か
を
深
く
考
え
、
そ
し
て
実
際
に
自
分
の
人
生
を
問
い
を
発
し
な
が
ら
生
き

切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
諸
問
題
や
、
自
分
の
存

在
に
つ
い
て
メ
タ
的
に
の
み
語
ろ
う
と
す
る
者
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
自

身
と
い
う
も
の
を
棚
上
げ
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
て
く

る
結
論
が
い
か
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
ま
こ
こ
で
も

が
き
苦
し
ん
で
い
る
者
の
人
生
を
よ
り
よ
き
も
の
に
す
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
よ
う
な
知
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
哲
学
と
い
う
も
の
が
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
性
は
ま
っ

た
く
な
く
、
哲
学
は
た
だ
純
粋
な
哲
学
的
問
い
の
知
的
探
求
の
み
を
し
て
い

れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
立
場
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
私
自
身
、
そ
の
よ

う
な
哲
学
的
探
求
の
凄
み
と
快
楽
は
共
有
し
つ
つ
も

し
か
し
な
が
ら

そ

、

、「



の
よ
う
な
〈
純
粋
探
求
〉
と
い
う
も
の
に
没
頭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な

た
は
自
分
が
ほ
ん
と
う
に
向
か
い
合
う
べ
き
問
い
か
ら
巧
妙
に
逃
げ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
？
」
と
問
題
提
起
し
続
け
て
い
き
た
い
。
そ
の
よ
う
な
問
い

か
け
と
対
話
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
具
体
的
な
哲
学
の
実
践
に
な
る
の
だ
ろ

う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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