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を
説
き
な
が
ら
日
常
の
道
徳
性
に
戻
る
こ
と
を
主
張
す

る
。
一
方
の
徂
徠
は
「
気
質
不
変
化
説
（
人
間
の
気
質

は
本
質
的
に
は
変
化
し
な
い
）」（『
徂
徠
先
生
答
問
書
』）

を
説
い
て
、
朱
子
学
の
「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
（
学

べ
ば
誰
で
も
聖
人
に
な
れ
る
）」
の
理
念
を
あ
っ
さ
り

と
否
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
朱
子
学
批
判
に
対
し
て
、

彼
ら
が
拠
り
所
に
し
た
の
は
儒
学
の
先
賢
た
る
孔
子
で

あ
る
。
朱
子
学
に
は
仏
教
、
道
教
な
ど
の
異
質
な
要
素

が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
排
除
し
て
儒
教
本
来

の
姿
に
立
ち
返
る
べ
き
こ
と
を
唱
え
た
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
従
来
の
定
説
に
対
し
て
新
説
を
出
す
た
び
に
よ
り

古
い
淵
源
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、

懐
徳
堂
の
富
永
仲
基
は
「
加
上
」
と
呼
ん
だ
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、「
古
典
」
が
彼
ら
の
支
柱
と
し
て
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

儒
学
を
倫
理
道
徳
で
は
な
く
、
政
治
思
想
と
み
な
し

て
い
た
徂
徠
は
『
論
語
徴
』
を
著
し
て
、
孔
子
以
前
の

先
王
の
道
の
核
心
に
迫
っ
た
。
さ
ら
に
、
徂
徠
の
教
育

方
針
の
特
徴
と
し
て
、
孔
子
が
弟
子
た
ち
の
個
性
を
愛

し
た
故
事
に
な
ら
っ
て
、
彼
ら
自
身
の
個
性
を
伸
ば
す

こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
徳
行
に
つ
い
て
は
や
か
ま
し
く

体
の
異
な
る
「
古
典
」
に
つ
い
て
過
去
の
遺
物
と
し
て

学
ぶ
意
義
を
さ
ほ
ど
感
じ
な
い
と
い
う
生
徒
の
本
音
を

示
唆
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
教
材
の
取
り
扱
い
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
方
法
が
有
効
な
の
か
今
後
ま
す

ま
す
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

二　
『
論
語
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト

　

孔
子
の
死
後
、
一
門
の
手
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
『
論

語
』
は
、
戦
国
時
代
の
墨
家
の
勢
力
に
阻
ま
れ
、
秦
の

始
皇
帝
に
よ
る
焚
書
坑
儒
に
晒
さ
れ
る
受
難
を
経
て
か

ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
て
き
た
。
よ
う
や
く
前
漢
の
武

帝
期
に
儒
学
は
国
教
と
し
て
公
認
さ
れ
る
ま
で
に
成
長

し
た
。
三
国
魏
の
頃
に
は
何
晏
に
よ
り
『
論
語
集し

っ

解か
い

』

（
古
注
）
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
約
千
年
後
に
登
場
し
た

南
宋
の
朱
熹
は
『
論
語
集し

っ

注ち
ゅ
う

』（
新
注
）
を
世
に
問
う

て
、
古
注
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
を
提
言
し
た
。

　

我
が
国
で
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
朱
子
学
が
主
流
で

あ
っ
た
が
、
同
じ
儒
者
で
あ
る
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠

な
ど
か
ら
は
反
論
が
呈
さ
れ
た
。
仁
斎
は
万
事
「
理
」

で
片
付
け
る
観
念
的
な
朱
子
学
を
批
判
し
て
、「
誠
」

一　

は
じ
め
に

　

一
九
八
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
ア
ル
ビ
ン
・
ト

フ
ラ
ー
は
『
第
三
の
波
』
の
中
で
、
現
代
を
「
第
三
の

波
」
と
呼
び
、「
情
報
革
命
」
の
時
代
で
あ
る
と
位
置

付
け
た
。
一
万
年
前
の
「
農
業
革
命
（
第
一
の
波
）」

に
よ
り
、
富
と
権
力
を
独
占
す
る
圧
倒
的
な
力
を
持
っ

た
少
数
の
特
権
階
級
と
そ
れ
を
支
え
る
大
多
数
の
下
位

層
に
よ
る
支
配
構
造
及
び
大
家
族
期
か
ら
、
十
七
世
紀

末
に
出
現
し
た
「
産
業
革
命
（
第
二
の
波
）」
に
よ
っ

て
生
じ
た
核
家
族
期
を
経
て
、
現
代
は
こ
の
「
第
三
の

波
」
に
よ
っ
て
個
人
と
し
て
の
生
き
方
が
主
流
と
な
る

時
代
に
当
た
る
と
い
う
。
情
報
が
双
方
向
に
広
く
行
き

わ
た
る
便
利
な
世
の
中
に
な
っ
た
が
、
果
た
し
て
人
々

の
知
の
拠
り
所
は
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
日
々
め
ざ
ま
し
く
移
り
変
わ
る
世
界
に

価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
「
古
典
」
の
役
割
が
改
め

て
問
わ
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
古
文
・
漢
文
に
苦
手
意

識
を
持
つ
高
校
生
が
七
割
を
占
め
る
こ
と
も
報
告
さ
れ

て
い
る
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
高
等
学
校
教
育
課

程
実
施
状
況
調
査
（
平
成
十
七
年
度
）」）。
こ
れ
は
文

楽
漢
的
﹁
古
典
﹂
観

︱
﹁
古
典
﹂
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
べ
き
か
︱
　
狭
山
ヶ
丘
高
等
学
校
　
樋
口
　
敦
士
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う
認
識
と
、「
現
時
点
で
実
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
仮
説
と
し
て
こ
れ
を
排
除
し
な
い
」
と
い
う

認
識
と
の
差
で
あ
る
。
博
士
は
両
者
の
問
答
を
「
素
粒

子
」
の
解
明
に
対
す
る
物
理
学
者
の
タ
イ
プ
の
違
い
に

読
み
換
え
て
、
国
際
会
議
の
晩
餐
会
の
席
上
で
英
訳
し

て
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
聴
衆
は
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
話

に
聞
き
入
っ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い

る
（「
知
魚
楽
」『
ち
く
ま
哲
学
の
森  

驚
く
こ
こ
ろ
』）。

理
系
分
野
に
し
て
学
者
の
知
見
の
違
い
を
「
古
典
」
に

置
い
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

　

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
江
戸
中
期
の
読よ

み

本ほ
ん

、
都つ

賀が

庭て
い

鐘し
ょ
う

の
『
英

は
な
ぶ
さ

草ぞ
う

紙し

』
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
中
国
白
話
小
説
を
日
本
風
に
翻
案
し
た
「
読
本
」

の
先
駆
で
あ
り
、『
雨
月
物
語
』
や
『
南
総
里
見
八
犬

伝
』
に
影
響
を
与
え
た
作
品
だ
が
、
あ
ま
り
広
く
知
ら

れ
て
い
な
い
の
が
実
状
だ
ろ
う
。

　
『
英
草
紙
』
の
冒
頭
を
飾
る
第
一
編
「
後
醍
醐
の
帝

三
た
び
藤
房
の
諫
め
を
折く

じ

く
話こ

と

」
は
、『
太
平
記
』
の

故
事
に
取
材
し
な
が
ら
、
白
話
小
説
（『
警
世
通
言
』

「
王
安
石
三
難
蘇
学
士
」）
の
趣
向
を
借
り
た
傑
作
で
あ

る
。
後
醍
醐
帝
の
失
政
を
目
の
当
た
り
に
し
た
万ま

里で
の

小こ
う

路じ

藤ふ
じ

房ふ
さ

が
衷
心
か
ら
三
度
に
わ
た
っ
て
帝
に
諫
言
を
試

み
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
も
と
を

辞
去
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

典
拠
『
太
平
記
』
に
一
度
し
か
描
か
れ
な
い
藤
房
の

諫
言
場
面
を
三
度
に
ま
で
増
や
し
た
点
に
か
ね
て
か
ら

着
目
し
て
い
た
が
、
単
純
に
庭
鐘
の
史
観
が
反
映
さ
れ

た
と
す
る
従
来
の
説
に
は
疑
問
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ

楽　ヲ
一、
全　シ

ト　

矣
」。
荘
子
曰　ハ

ク「
請　フ
　

循
し
た
が
ハ
ン

二
　

　

其　ノ
本　ニ
一。

子　ノ
曰　ヒ

テ『
女

な
ん
ぢ

安　ン
ゾ　

知　ラ
ン
ヤ
ト

二
　
　

魚　ノ
楽　ヲ
一

』
云　フ
者　ハ
、
既す

已で
◆ニ

知　リ
テ二

吾　ノ
知　ル

ヲ一レ

之　ヲ
而
問　ヘ

リレ

我　ニ
。
我　ハ
知　ル
二

之　ヲ
濠
上　ニ
一

也　ト
」。

（
概
略
） 

荘
子
が
恵
子
と
一
緒
に
濠
水
の
ほ
と
り

を
歩
い
て
い
た
と
き
の
話
。

荘
子
「
ハ
ヤ
が
自
由
に
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
こ
そ
魚
の
楽
し
み
と
い
う
も
の
だ
」

恵
子
「
君
は
魚
で
な
い
の
に
な
ぜ
魚
の
気
持
ち
が

わ
か
る
の
だ
」

荘
子
「
君
は
僕
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
僕
が
魚
の

気
持
ち
を
わ
か
る
は
ず
が
な
い
と
判
断
で
き
る

の
か
」

恵
子
「
確
か
に
僕
は
君
で
は
な
い
。
当
然
君
の
気

持
ち
は
わ
か
る
は
ず
も
な
い
が
、
君
も
魚
で
な

い
の
だ
か
ら
魚
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
ま
い
」

荘
子
「
話
を
も
と
に
戻
そ
う
。
君
が
先
ほ
ど
な
ぜ

魚
の
楽
し
み
が
わ
か
る
の
か
と
僕
に
尋
ね
た
と

き
、
君
に
は
僕
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
て
い
た
は

ず
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
僕
が
魚
の
気
持
ち
に
通

じ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
僕
は
濠
水
の

ほ
と
り
で
既
に
こ
れ
を
悟
っ
て
い
た
の
さ
」

（
訓
読
・
解
釈
は
金
谷
治
『
荘
子
﹇
外
篇
﹈』
参
照
）

　

博
士
は
こ
の
恵
子
と
荘
子
と
の
問
答
の
中
に
科
学
の

合
理
性
と
実
証
性
の
姿
を
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
実
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
一
切
信
じ
な
い
」
と
い

咎
め
な
か
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

大
正
時
代
に
な
っ
て
『
論
語
』
に
新
た
な
解
釈
を
求

め
た
者
に
実
業
家
の
渋
沢
栄
一
が
い
る
。
当
時
の
利
益

追
求
主
義
の
風
潮
の
中
、
彼
は
正
し
い
道
理
の
富
で
な

け
れ
ば
利
益
は
永
続
し
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
。
こ
の

よ
う
に
『
論
語
』
は
時
代
や
読
み
手
に
よ
っ
て
様
々
に

読
み
換
え
ら
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。「
古
典
」
と
は
そ
の
権
威
に
よ
り
一
面
的
な
読
み

方
を
強
い
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
読
者
側
の
要
請

に
よ
り
、
常
に
多
く
の
解
釈
を
用
意
し
て
き
た
も
の
で

あ
っ
た
事
実
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三　

現
代
に
読
み
返
さ
れ
る
『
古
典
』

　

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹
博
士
が

老
荘
思
想
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
彼
は
『
荘
子
』
秋
水
篇
に
あ
る
次
の
一

節
に
強
く
惹
か
れ
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

荘
子
与
二

恵
子
一

遊　ブ
二

於
濠
梁
之
上

ほ
と
り
ニ一。
荘
子
曰　ハ

ク

「
ち
う

魚ぎ
よ

出　デ
游　ビ

テ　

従
容　タ

リ。
是　レ
魚　ノ
楽
也　ト
」。
恵
子
曰　ハ

ク

「
子　ハ
非　ズ
レ

魚　ニ
。
安　ン

ゾ　

知　ラ
ン
ヤ
ト

二
　
　

魚
之
楽　ヲ
一

」。
荘
子

曰　ハ
ク「
子　ハ
非　ズ
レ

我　ニ
。
安　ン

ゾ　

知　ラ
ン
ヤ
ト

二
　
　

我　ノ
不　ル

ヲ一レ

知　ラ
二

魚
之

楽　ヲ
一

」。
恵
子
曰　ハ

ク「
我　ハ
非　ズ
レ

子　ニ
。
固　ヨ

リ　

不
レ

知　ラ
レ

子　ヲ

矣
。
子　モ
固　ヨ

リ　

非　ザ
ルレ

魚　ニ
也
。
子
之
不　ル

コ
ト

レ
　

知　ラ
二

魚
之
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あ
る
日
、
突
然
Ａ
ち
ゃ
ん
が
「
節
分
の
日
に
は

恵
方
巻
を
持
ち
寄
っ
て
食
べ
よ
う
」
と
提
案
し
ま

し
た
。
そ
の
と
き
は
節
分
ま
で
ま
だ
二
ヶ
月
も
あ

っ
た
の
で
、
軽
い
感
じ
で
会
話
は
終
了
し
ま
し
た
。

節
分
二
日
前
に
は
、
い
つ
も
お
昼
を
食
べ
て
い
る

四
人
に
も
恵
方
巻
の
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
当
日
。「
ご
め
ん
、
持
っ
て
こ
な
か
っ

た
」
と
Ａ
ち
ゃ
ん
。
あ
な
た
は
言
い
出
し
っ
ぺ
で

し
ょ
う
が
。
そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
確
認
す
る
と
、

「
本
気
だ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
〜
」
と
い
う
声
が

次
々
と
あ
が
り
ま
し
た
。
結
局
、
本
気
に
し
て
恵

方
巻
を
持
っ
て
き
た
の
は
私
一
人
。
約
束
を
守
っ

た
は
ず
な
の
に
、
な
ん
だ
か
持
っ
て
き
た
自
分
が

馬
鹿
み
た
い
で
恥
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。
正
直
者

が
馬
鹿
を
見
る
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言

う
の
で
し
ょ
う
か
。
教
室
で
恵
方
巻
を
食
べ
る
、

よ
く
考
え
て
み
た
ら
と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
か
し
た
ら
誰
も
持
っ
て
こ

な
い
か
も
と
い
う
考
え
が
彼
女
た
ち
の
頭
に
は
よ

ぎ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
し
た
私
の
花
山
天
皇
体
験
で

す
。
こ
の
こ
と
で
一
番
強
く
思
っ
た
の
は
み
ん
な

日
本
人
だ
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
控

え
め
で
意
見
を
言
わ
な
い
と
か
、
自
己
主
張
が
少

な
い
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
花

山
院
が
騙
さ
れ
た
の
も
そ
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ

と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
私
は

周
り
に
流
さ
れ
ず
自
己
主
張
で
き
る
人
間
に
な
っ

ー
ト
を
作
成
さ
せ
た
。
教
師
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
解
説

講
義
に
終
始
し
が
ち
な
「
古
典
」
の
授
業
で
は
あ
る
が
、

こ
う
し
た
指
導
の
み
で
は
生
徒
も
与
え
ら
れ
た
解
釈
の

み
を
や
み
く
も
に
暗
記
す
る
消
極
的
な
姿
勢
に
と
ど
ま

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
彼
ら
の
主
体
的
な
読
み
に
つ

な
げ
る
た
め
に
も
授
業
の
際
に
は
単
元
の
ね
ら
い
を
把

握
し
た
上
で
、
現
代
に
も
通
用
で
き
る
話
題
な
の
か
を

探
ら
せ
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。
今
回
は
、
自
ら
の

生
活
と
「
古
典
」
と
の
照
合
と
い
う
観
点
か
ら
「
古
典

体
験
」
を
考
察
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

今
ま
で
授
業
で
取
り
扱
っ
た
古
文
、
漢
文
教
材
の
中

か
ら
一
つ
を
選
ん
で
、
自
ら
の
身
近
な
体
験
談
（
エ
ッ

セ
イ
）
と
し
て
自
由
に
表
現
さ
せ
た
。
現
代
で
も
新
聞

の
コ
ラ
ム
な
ど
に
「
古
典
」
が
寓
意
や
先
例
と
し
て
引

か
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
こ
の
指
導
に
よ
り
生
徒
が

日
常
的
に
「
古
典
」
に
親
し
む
態
度
も
涵
養
さ
れ
る
も

の
と
考
え
た
。
以
下
、「
古
文
」、「
漢
文
」
そ
れ
ぞ
れ

の
生
徒
作
品
二
例
を
掲
げ
る
。

　

〇
《
古
文
》「
シ
ャ
イ
な
日
本
人
」（
女
子
）

　

私
が
こ
れ
ま
で
で
一
番
身
近
に
感
じ
た
作
品
は

『
大
鏡
』
の
「
花
山
院
の
出
家
」
で
す
。
と
は
い

っ
て
も
、
他
の
作
品
は
ど
ろ
ど
ろ
し
た
恋
愛
物
が

多
か
っ
た
の
で
、
消
去
法
的
に
残
っ
た
の
が
こ
の

作
品
で
し
た
。
粟
田
殿
に
出
家
を
誘
わ
れ
な
が
ら

騙
さ
れ
て
取
り
残
さ
れ
た
花
山
院
。
私
の
体
験
は

花
山
院
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
。

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
花
田
清
輝
氏
の
『
随
筆
三
国
志
』

を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
こ
の
疑
問
が
氷
解
し
た
。

こ
の
中
で
花
田
氏
は
『
三
国
志
演
義
』
の
中
核
「
三
顧

の
礼
」
と
は
『
礼
記
』
に
記
さ
れ
た
「
三
諫
」
の
作
法

を
劉
備
が
反
転
さ
せ
た
も
の
と
指
摘
し
た
。「
三
諫
」

と
は
臣
下
が
主
君
に
対
し
て
三
度
ま
で
は
諫
言
を
試
み

る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
も
と
を
去

る
こ
と
で
あ
る
。
主
君
自
ら
臣
下
を
招
聘
す
る
「
三

顧
」
と
は
ま
さ
に
対
極
と
な
る
。
こ
の
作
品
が
後
醍
醐

帝
と
藤
房
と
の
対
話
を
脚
色
し
て
「
三
諫
」
を
具
現
化

し
た
も
の
と
読
め
ば
説
明
が
つ
く
。
と
す
れ
ば
、『
英

草
紙
』
は
明
ら
か
に
『
三
国
志
』
を
意
識
し
た
作
品
と

し
て
捉
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
朱
子
学
と
結
び

つ
き
、
劉
備
・
孔
明
の
君
臣
関
係
を
描
い
た
『
三
国

志
』
ブ
ー
ム
を
横
目
に
、
徂
徠
学
に
感
化
さ
れ
て
い
た

若
き
日
の
庭
鐘
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
野
心
か
ら
創
作
し

た
様
子
が
窺
え
よ
う
。『
英
草
紙
』
の
中
に
庭
鐘
の
加

上
的
「
古
典
」
の
受
容
態
度
を
見
る
と
き
、
こ
の
作
品

の
文
学
史
的
意
義
は
従
来
よ
り
も
高
い
も
の
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
三
顧
と
三
諫
―
歴
史
小

説
に
見
る
忠
義
思
想
―
」（
全
国
漢
文
教
育
学
会
『
新

し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
第
五
七
号
）
参
照
の
こ
と
。

四　
「
私
の
『
古
典
体
験
』」
作
文
課
題

　

高
校
二
年
生
の
「
古
典
Ｂ
」
を
担
当
し
た
際
に
、
年

度
末
の
課
題
と
し
て
「
私
の
『
古
典
体
験
』」
と
い
う

テ
ー
マ
で
八
百
字
程
度
（
原
稿
用
紙
二
枚
分
）
の
レ
ポ

12
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元
が
彼
ら
の
共
感
を
呼
ん
で
い
た
こ
と
も
窺
え
た
。

五　

ま
と
め
と
し
て

　

講
義
解
説
型
の
授
業
は
単
調
な
形
式
に
陥
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
徒
の
苦
手
意
識
が

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
学
習

者
に
と
っ
て
の
「
古
典
」
が
無
味
乾
燥
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
彼
ら
に
作
品
の
真
価
を
見
出
さ
せ
る
こ
と
な
ど
は

到
底
求
む
べ
く
も
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
遥
か
昔
か

ら
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
多
様
な
読
み
を
引
き
出
す
作

業
に
先
人
た
ち
は
余
念
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
『
論

語
』
と
て
例
外
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
字
句

の
解
釈
に
終
始
し
て
し
ま
い
が
ち
な
古
典
教
材
を
、
各

生
徒
に
実
感
を
与
え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
、
有
効
な
指

導
の
在
り
方
が
今
後
と
も
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

外
山
滋
比
古
氏
は
「
作
者
（
作
品
）
の
立
場
の
主
張

と
、
読
者
の
側
に
よ
る
実
感
の
両
者
を
見
き
わ
め
て
、

そ
れ
を
統
合
し
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
第
三
の
意

味
」（『
近
代
読
者
論
』「
第
三
の
意
味
」）
に
注
目
し
て

い
る
。
今
回
は
「
私
の
『
古
典
体
験
』」
の
実
践
例
を

紹
介
し
た
が
、
生
徒
も
「
古
典
」
を
下
敷
き
に
思
い
思

い
に
表
現
し
て
い
た
。
先
人
の
知
恵
の
結
晶
た
る
「
古

典
」
を
生
き
た
教
材
に
す
る
た
め
に
も
、
生
徒
に
と
っ

て
魅
力
的
な
鑑
賞
方
法
を
考
案
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

う
。
そ
の
日
の
う
ち
に
財
布
を
交
番
に
届
け
に
行

っ
た
。

　

こ
の
一
件
を
振
り
返
り
、
少
な
か
ら
ず
私
に
も

良
い
心
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
取
っ
た
。
欲

の
心
が
芽
生
え
は
し
た
が
、
良
心
が
こ
れ
に
打
ち

勝
っ
た
。
こ
の
と
き
二
日
前
の
授
業
で
読
ん
だ

「
性
善
説
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
。

　

漢
文
学
は
本
当
に
人
の
本
質
を
理
解
し
て
い
る

と
思
う
。
今
ま
で
触
れ
た
文
章
の
ほ
と
ん
ど
が
社

会
に
つ
い
て
考
察
し
、
物
事
の
真
理
を
突
い
た
も

の
、
あ
る
い
は
逆
説
的
に
物
事
を
論
じ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
漢
文
の
内
容
は
現
代
の
日

本
社
会
に
通
じ
る
も
の
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
私
は
漢
文
に
興
味
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
こ
れ
か
ら
も
多
く
作
品
に
触
れ
、
真
理
を

見
つ
め
て
い
き
た
い
。

　

今
回
の
実
践
で
は
題
材
選
定
に
際
し
て
必
然
的
に
一

年
分
の
ノ
ー
ト
を
見
返
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
エ
ッ
セ
イ
に

適
し
た
作
品
を
検
討
す
る
と
い
っ
た
相
応
の
負
担
も
口

に
し
て
い
た
が
、
生
徒
は
楽
し
み
な
が
ら
積
極
的
に
課

題
に
取
り
組
ん
で
い
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
た
。
結
果

的
に
は
、
復
習
作
業
と
表
現
活
動
を
兼
ね
る
と
い
う
有

効
な
指
導
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
生
徒
が
選
ん

だ
レ
ポ
ー
ト
の
題
材
と
し
て
、
上
記
の
他
に
古
文
で
は

『
更
級
日
記
』（「
源
氏
の
五
十
余
巻
」）、『
無
名
抄
』

（「
深
草
の
里
」）、
漢
文
で
は
韓
愈
の
『
師
説
』
や
『
雑

説
』
な
ど
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
単

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

〇
《
漢
文
》「
財
布
か
ら
性
善
説
」（
男
子
）

　

先
日
学
校
の
近
く
で
財
布
を
拾
っ
た
。
そ
の
中

に
は
現
金
八
千
円
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
及
び
運

転
免
許
証
な
ど
が
入
っ
て
い
た
。

　

私
は
落
と
し
た
人
が
困
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思

い
、
す
ぐ
に
警
察
に
届
け
る
こ
と
に
決
め
た
。
こ

れ
は
や
は
り
、
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
善
の

心
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
こ
れ
ま

で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
性
善
説
」
に
対
し

て
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。「
性
悪
説
」
に
も
あ
っ

た
よ
う
に
人
間
に
は
欲
が
あ
り
、
そ
の
欲
の
心
が

善
の
心
を
上
回
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

確
か
に
財
布
を
拾
っ
た
と
き
に
は
欲
の
心
が
芽
生

え
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
財

布
の
中
の
五
千
円
札
一
枚
と
千
円
札
三
枚
を
見
た

瞬
間
、
私
欲
は
現
れ
た
。
一
枚
く
ら
い
抜
い
て
も

大
丈
夫
で
は
な
い
か
。
交
番
に
届
け
な
か
っ
た
と

こ
ろ
で
ば
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

幸
い
に
も
、
そ
の
悪
心
は
す
ぐ
に
消
え
去
っ
た
。

お
そ
ら
く
そ
こ
で
一
千
円
札
を
引
き
抜
い
た
な
ら

ば
、
あ
る
い
は
財
布
を
届
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
く
ら
い
の
金
銭
（
高
校
生
に
と
っ
て
は
大
金

で
は
あ
る
が
）
の
せ
い
で
、
一
生
罪
悪
感
を
背
負

っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
何
よ
り
運
転
免
許
証
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
が
な
け
れ
ば
、
財
布
の
落
と
し
主
が
困
る
だ
ろ
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