
はは
じじ
めめ
にに

私
は
現
在
法
学
部
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
い
る
。
法
学
部
に
お
け

る
ド
イ
ツ
語
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
自
分
な
り

に
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
関
連
で
法
学
教
育
の
基
礎
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
回
執
筆
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た

の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。

ま
ず
、
私
自
身
の
法
律
学
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
み
た
い
。
私
は

文
学
部
の
独
文
科
の
出
身
で
法
律
学
と
の
関
わ
り
は
ま
っ
た
く
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
、
一
般
教
養
科
目
と
し
て「
法
学
」

の
授
業
を
受
け
た
こ
と
は
あ
る
。そ
の
授
業
は
総
合
講
座
の
形
式
で
、

若
手
の
法
学
部
教
員
た
ち
が
交
代
で
講
義
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。そ

の
後
、
私
は
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
つ
い
て
修
士
論
文

を
書
い
た
が
、
ゲ
ー
テ
が
法
学
部
で
学
び
弁
護
士
も
開
業
し
て
い
た

こ
と
な
ど
、
気
に
も
か
け
な
か
っ
た
。
図
書
館
で
勉
強
し
て
い
る
と
、

近
く
で
司
法
試
験
受
験
生
た
ち
が
六
法
全
書
を
前
に
一
生
懸
命
に
条

文
を
暗
記
し
て
い
る
姿
が
見
え
、
法
律
学
は
暗
記
科
目
で
面
白
み
が

な
い
、
と
思
っ
て
い
た
。

法
学
教
育
の
基
礎
と
し
て
の
「
人
間
の
尊
厳
」

特
集
・
大
学
の
教
育
力
を
考
え
る

中
央
大
学
法
学
部

平
山

令
二
大学と教育 No．４８ ０９―２
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こ
の
よ
う
に
法
律
学
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
私
な
の
で
、
法
学

部
で
ド
イ
ツ
語
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
語
は
一
種

の
教
養
科
目
と
位
置
づ
け
、
法
学
部
特
有
の
ド
イ
ツ
語
教
育
を
模
索

し
よ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
こ
ろ
法
学
部
で
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
立
ち
上

げ
等
の
環
境
の
変
化
が
始
ま
り
、
法
学
部
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
細
か
い
専
門
的
な
内
容
は
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
で
教
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
法
学
部
で
は
幅
広
い
教
養

を
身
に
つ
け
る
教
育
を
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
も
出
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。
外
国
語
教
育
に
も
そ
の
よ
う
な
幅
広
い
教
養
教
育
の

一
環
と
な
る
役
割
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
か
ら
、
法
学
部
に
お
け
る
真
の
教
養
と

は
何
か
を
模
索
す
る
な
か
で
生
ま
れ
た
の
が
、
私
な
り
の
「
法
律
の

ド
イ
ツ
語
」
や
総
合
科
目
の
授
業
で
あ
る
。

「「
人人
間間
のの
尊尊
厳厳
」」とと
はは
何何
かか

「
法
律
の
ド
イ
ツ
語
」
の
授
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
私
は
次
の

よ
う
な
方
針
を
立
て
た
。

１
�
単
に
法
律
の
ド
イ
ツ
語
と
い
う
技
術
的
な
内
容
を
教
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
や
思
想
を
教
え
る
。

２
�
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
現
状
を
相
対
的
・
批
判
的
に
眺
め

る
視
点
を
獲
得
す
る
。

い
さ
さ
か
大
風
呂
敷
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
抱

負
を
持
っ
て
授
業
を
始
め
た
。私
が
そ
の
際
に
重
視
し
た
言
葉
は「
人

間
の
尊
厳
」
で
あ
る
。

な
ぜ
、「
人
間
の
尊
厳
」と
い
う
言
葉
を
重
視
し
た
か
と
い
う
と
、

ド
イ
ツ
の
憲
法
で
あ
る
「
基
本
法
」
の
冒
頭
第
一
条
が
次
の
よ
う
に

始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
条

人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
を
尊
重

し
保
護
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
義
務
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
周
知
の
よ
う
に
天
皇
の
規
定
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

に
対
し
、
「
人
間
の
尊
厳
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
基
本
法
は

大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
学
生
に
と
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
大
き
な
驚

き
の
よ
う
で
あ
り
、
あ
る
学
生
は
な
ぜ
日
本
国
憲
法
が
天
皇
の
規
定

か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
そ
の
由
来
を
考
え
始

め
、
日
本
国
憲
法
も
「
人
間
の
尊
厳
」
の
尊
重
か
ら
始
ま
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
憲
法
第
一
条
に
な
に
を
置
く
か
、
と
い
う
選
択
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は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
国
の
基
本
姿
勢
が
現
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
な
ぜ

基
本
法
第
一
条
に
「
人
間
の
尊
厳
」
の
尊
重
を
置
い
た
の
か
、
そ
の

理
由
を
知
る
た
め
に
は
、
思
想
的
・
歴
史
的
背
景
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

教
室
で「
人
間
の
尊
厳
」と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
質
問
す
る
と
、

学
生
た
ち
は
当
惑
す
る
。
「
生
命
」
と
か
「
自
由
」
と
か
の
回
答
が

あ
る
が
、
自
信
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
し
か
し
、
「
尊
厳
」
の
意
味
し
て
い
る
内
容
は
明
確

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
宗
教
的
・
思
想
的
内
容
と
歴
史
的
背
景
の
両

者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
宗
教
的
内
容
と
は
、
旧
約
聖
書
に
書
か
れ
て

い
る
、
人
間
が
神
の
似
姿
と
し
て
創
造
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
神
の
似
姿
と
し
て
創
造
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
被
造
物

の
な
か
で
最
高
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

思
想
的
に
は
カ
ン
ト
哲
学
が
影
響
を
与
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、

周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
を
代
表
す
る
哲
学
者
で
あ
る
。
啓

蒙
主
義
は
旧
来
の
迷
信
や
宗
教
的
偏
見
を
批
判
し
て
、
理
性
の
光
に

よ
り
世
界
を
理
解
し
直
そ
う
と
し
た
思
想
潮
流
で
あ
る
。
啓
蒙
の
標

語
は
カ
ン
ト
の
「
自
ら
の
知
性
を
使
う
勇
気
を
持
て
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
に
等
し
く
与
え
ら
れ
た
理
性
の
光
に
注
目

し
て
、
人
間
は
何
も
の
か
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が

目
的
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
目
的
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

カ
ン
ト
は
人
間
の
「
尊
厳
」
の
根
拠
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
カ
ン
ト
の
啓
蒙
哲
学
が
基
本

法
第
一
条
の「
人
間
の
尊
厳
」と
い
う
表
現
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

「「
人人
間間
のの
尊尊
厳厳
」」規規
定定
のの

歴歴
史史
的的
背背
景景

「
人
間
の
尊
厳
」
規
定
の
歴
史
的
背
景
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
圧
政
・

暴
虐
で
あ
る
。
六
百
万
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
を
し
た
「
ホ
ロ
コ
ー
ス

ひ
ら
や
ま
・
れ
い
じ
�
一
九
五
一
年
、
新
潟

県
生
ま
れ
�
主
な
論
文
著
書
に
『
ド
イ
ツ
語

文
法
』（
中
央
大
学
出
版
部
）。
共
著
に
『
ツ

ァ
ロ
ー
ト
の
道
―
ユ
ダ
ヤ
歴
史
・
文
化
研

究
』（
中
央
大
学
出
版
部
）、
『
近
代
劇
の
成

立
』（
中
央
大
学
出
版
部
）な
ど
。
�
経
済
危
機
に
よ
る
「
派
遣
切
り
」
や
正

社
員
の
解
雇
、
九
条
改
正
に
よ
る
自
衛
隊
海
外
派
兵
の
も
く
ろ
み
な
ど
、
根

底
に
は
若
者
の
「
尊
厳
」
を
軽
視
す
る
指
導
者
の
姿
勢
が
あ
り
ま
す
。
今
の

日
本
で
一
番
必
要
な
の
は
各
界
指
導
者（
教
育
界
も
含
め
て
）が
「
人
間
の
尊

厳
」
に
対
す
る
尊
重
の
姿
勢
を
持
つ
こ
と
と
思
い
ま
す
。
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ト
」、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
甚
大
な
被
害
を
招
い
た
第
二
次
世
界
大

戦
、
国
内
に
お
い
て
も
社
会
民
主
党
・
共
産
党
・
自
由
主
義
者
な
ど

の
反
対
派
を
徹
底
し
て
弾
圧
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
に
よ

る
「
人
間
の
尊
厳
」
無
視
の
重
い
歴
史
的
体
験
の
ゆ
え
に
、
基
本
法

は
冒
頭
に「
人
間
の
尊
厳
」の
尊
重
を
置
く
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
学
生
に
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
ビ
デ
オ
で
ナ
チ

ス
支
配
下
の
裁
判
の
模
様
を
見
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ

は
悪
名
高
い
「
民
族
裁
判
所
」
の
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
裁
判
長
に
よ
る
裁

判
の
模
様
を
写
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る
。
被
告
人
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
戦
争
末
期
に
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
を
立
て
た
軍
部
の

高
官
た
ち
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
貴
族
で
あ
る
そ
れ
ら
ド
イ
ツ
国
防

軍
の
将
軍
な
ど
が
、
ド
イ
ツ
の
敗
色
が
濃
厚
に
な
る
に
つ
れ
、
ド
イ

ツ
を
破
局
か
ら
救
う
た
め
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
し
か
な
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
四
四
年
七
月
二
十
日
に
総
統
大
本
営
で
ヒ
ト
ラ
ー
爆
殺
が
図

ら
れ
た
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
軽
傷
で
す
ん
で
い
る
。
復
讐
の
鬼
と
化
し

た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
将
軍
た
ち
を
次
々
に
逮
捕
し
て
、「
民
族
裁
判
所
」

の
被
告
席
に
立
た
せ
た
。
「
民
族
裁
判
所
」
は
、
ナ
チ
ス
政
権
の
反

対
派
を
裁
く
た
め
に
設
け
ら
れ
た
特
別
裁
判
所
で
あ
り
、
一
審
制
で

上
告
は
許
さ
れ
な
い
。
有
罪
の
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
死
刑
と
な
る
。

そ
の
悪
名
高
い
裁
判
長
が
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
に
加
わ
っ
た
将
軍
た
ち
を
裁
く
法
廷
の
模
様

は
異
様
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
裁
判
冒
頭
か
ら
フ

ラ
イ
ス
ラ
ー
裁
判
長
は
被
告
た
ち
に
向
か
っ
て
「
お
前
た
ち
は
人
間

の
屑
だ
」「
恥
知
ら
ず
な
売
国
奴
だ
」
と
怒
鳴
り
つ
け
、
被
告
た
ち

の
弁
明
を
一
笑
に
付
す
。

こ
の
ビ
デ
オ
を
見
た
あ
と
に
、
学
生
た
ち
に
感
想
を
聞
く
と
、
み

な
一
様
に
、
公
正
で
あ
る
べ
き
裁
判
官
が
被
告
た
ち
を
こ
の
よ
う
に

一
方
的
に
の
の
し
る
裁
判
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
、と
感
想
を
述
べ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
人
間
の
尊
厳
」
の
無
視
が
ナ
チ
ス
時
代
の

民
族
裁
判
所
の
常
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

法法
律律
はは

「「
人人
間間
のの
尊尊
厳厳
」」をを
守守
るる
のの
かか

ナ
チ
ス
の
独
裁
政
治
の
実
態
に
つ
い
て
、
ナ
チ
ス
は
法
律
を
無
視

し
て
無
法
な
支
配
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
一
面
的
理
解
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
ナ
チ
ス
が
「
人
間
の
尊

厳
」
を
踏
み
に
じ
る
手
段
と
し
て
使
っ
た
の
が
、
法
律
と
い
う
武
器

で
あ
っ
た
。
そ
の
例
を
「
全
権
委
任
法
」
と
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」
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に
見
て
み
よ
う
。

「
全
権
委
任
法
」
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
を
準
備
し
た
法
律
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
法
律
の
正
式
名
称
は
「
民
族
と
国
家
の
困
難
を
除
去

す
る
た
め
の
法
律
」
と
い
う
大
仰
な
も
の
で
あ
る
。
略
称
は
「
全
権

委
任
法
」
ま
た
は
「
授
権
法
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
一
九
三
三

年
二
月
の
国
会
議
事
堂
放
火
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
。
ヒ
ト

ラ
ー
は
、こ
の
放
火
が
共
産
党
員
の
仕
業
で
あ
る
と
し
て
宣
伝
し
た
。

現
在
で
は
、
こ
の
放
火
事
件
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
片
腕
で
あ
っ
た
ゲ
ー
リ

ン
グ
ら
の
仕
業
と
見
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
放
火
事

件
後
の
総
選
挙
で
ナ
チ
ス
は
大
勝
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
連
立
政
権
を
組

む
他
の
右
派
政
党
と
共
に「
全
権
委
任
法
」を
提
案
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
法
律
は
わ
ず
か
五
条
し
か
な
い
短
い
法
律
で
、
し
か
も
核
心
部

分
は
第
一
条
と
第
二
条
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
わ
ず
か
二
条

が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
命
運
を
決
め
、
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
の
道
を
開

く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
条

国
の
法
律
は
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
き
の
他
、

政
府
に
よ
っ
て
も
制
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条

政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
律
は
、
国
会
と
参
議
院

そ
の
も
の
を
対
象
に
し
な
い
限
り
は
、
憲
法
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
。

第
一
条
に
よ
り
、
立
法
が
議
会
の
手
か
ら
離
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
府

に
よ
っ
て
恣
意
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
こ
の
後
ヒ

ト
ラ
ー
政
権
の
も
と
で
議
会
を
通
し
て
成
立
し
た
法
律
は
わ
ず
か
し

か
な
い
。
さ
ら
に
第
二
条
に
よ
り
、
人
権
規
定
な
ど
に
お
い
て
き
わ

め
て
先
進
的
で
あ
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
、
実
質
的
に
空
文
化
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
あ
り
な
が
ら
、

ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
に
対
す
る
迫
害
が
行
わ
れ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

法
律
悪
用
の
も
う
ひ
と
つ
の
例
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
で
あ
る
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
の
古
都
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
党
は
こ
の
地

で
党
大
会
を
開
催
し
た
。
一
九
三
五
年
の
党
大
会
の
際
、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
で
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
議
会
の

あ
る
ベ
ル
リ
ン
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
法
律
が
制
定
で
き

た
の
か
、
そ
の
秘
密
が
先
の
全
権
委
任
法
に
あ
る
。
全
権
委
任
法
の

お
か
げ
で
、
議
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
な
く
政
府
が
法
律
を
制
定
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
も
法
律
の
内
容
は
人
権
重

視
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
規
定
を
逸
脱
し
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。実

際
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
は
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
が
目
的
で
あ
る
こ

と
が
明
白
で
、
そ
の
う
ち
の
「
ド
イ
ツ
国
民
法
」
の
内
容
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
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第
二
条

ド
イ
ツ
国
民
は
、
ド
イ
ツ
人
ま
た
は
こ
れ
と
同
種
の
血

を
持
ち
、
ド
イ
ツ
民
族
お
よ
び
国
家
に
対
し
忠
実
に
奉
仕
す
る
こ
と

を
意
思
し
、
か
つ
そ
の
能
力
が
あ
る
こ
と
を
行
動
で
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
人
の
「
血
」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
長

年
ド
イ
ツ
に
住
み
、
す
で
に
同
化
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
も
排
除
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
「
職
業
官
吏
再
建
法
」
な
ど
数
々

の
差
別
法
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ド
イ
ツ
の
市
民
生
活
か
ら
徹
底
的

に
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

以
上
、
全
権
委
任
法
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
ふ
た
つ
の
例
か
ら

分
か
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
の
無
法
は
法
律
の
御
墨
付
き
を
得
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
律
は
両
刃
の
刃
で
、
そ
の
極
端
な
悪
用
の
例

が
ナ
チ
ス
で
あ
る
。
法
律
の
悪
用
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
の
ほ
と
ん

ど
な
い
法
学
部
の
学
生
に
は
、
法
律
の
怖
さ
を
知
る
イ
ン
パ
ク
ト
の

あ
る
実
例
と
な
っ
て
い
る
。

ララ
ーー
トト
ブブ
ルル
フフ
のの
法法
律律
論論

ナ
チ
ス
に
よ
る
法
律
悪
用
の
例
を
紹
介
し
た
あ
と
は
、
グ
ス
タ
フ

・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
論
文
「
実
定
法
の
不
法
と
実
定
法
を
越
え
る

法
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
法
学
者
で
、
日
本
の
法
学

の
世
界
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
経
歴
を
『
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
著
作
集
』
第
六
巻（
東
京
大
学
出
版
会
）の
解
説
に
よ
り
紹
介

す
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
一
八
七
八
年
に
北
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク

に
生
ま
れ
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
な
ど
で
法
律
学
を
学
び
、
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
大
学
で
刑
法
の
講
義
を
担
当
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
に

従
軍
し
た
あ
と
、
戦
後
キ
ー
ル
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
は
、
社
会
民
主
党
に
入
党
し
て
い
る
。
大
学
教
授
の
か
た
わ
ら

社
会
民
主
党
の
国
会
議
員
も
務
め
、
大
統
領
の
エ
ー
ベ
ル
ト
に
請
わ

れ
法
務
大
臣
と
な
り
、リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
法
改
革
に
携
わ
っ
た
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
よ
う
に
、
象
牙
の
塔
に
こ
も
り
が
ち
な
ド

イ
ツ
の
教
授
と
し
て
は
異
例
な
こ
と
だ
が
、
進
歩
的
な
立
場
か
ら
実

際
の
政
治
に
も
積
極
的
に
関
与
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ナ
チ
ス
政
権
の

成
立
と
と
も
に
、
ナ
チ
ス
が
目
の
仇
に
す
る
社
会
民
主
党
員
の
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
は
大
学
を
追
わ
れ
、
一
種
の
亡
命
の
よ
う
な
形
で
、
イ
ギ

リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
滞
在
し
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ

に
帰
国
し
た
が
、
ナ
チ
ス
政
権
の
監
視
下
で
孤
立
し
た
生
活
を
余
儀
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な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
敗
戦
と
と
も
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
脚
光
を

浴
び
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
長
に
迎
え
ら
れ
、
荒
廃
し
た

大
学
の
復
興
に
尽
く
し
た
。
主
著
に
は
、
『
法
学
入
門
』、
『
法
哲

学
』
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
を
経
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
、
戦
後
す
ぐ
の
一
九

四
六
年
に
発
表
し
た
論
文
が
、
『
実
定
法
の
不
法
と
実
定
法
を
越
え

る
法
』
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。（
論

文
の
訳
は
上
記
著
作
集
に
よ
る
が
、
一
部
変
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
）

「
命
令
は
命
令
」
と
い
う
原
則
と
、
「
法
律
は
法
律
」
と
い
う
原

則
が
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
こ
の
ふ
た
つ
の
原
則
を
用
い
て
、
一
方
で
軍

人
、
他
方
で
は
法
曹
と
い
う
ナ
チ
ス
の
従
者
を
手
も
と
に
つ
な
ぎ
と

め
て
お
く
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
「
命
令
は
命
令
」
と
い
う
原

則
は
、
決
し
て
無
原
則
に
通
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
指
揮
官
が
犯

罪
的
な
目
的
の
た
め
に
命
令
を
下
し
た
場
合
に
は
、
服
従
義
務
は
な

く
な
っ
た（
軍
刑
法
四
七
条
）か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「
法

律
は
法
律
」
と
い
う
原
則
に
は
、
何
ら
の
制
限
も
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
何
十
年
も
の
間
ほ
と
ん
ど
反
対
さ
れ
ず
ド
イ
ツ
の
法
律
家
た
ち
を

支
配
し
た
実
定
法
万
能
主
義（
法
実
証
主
義
）の
思
想
の
表
現
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
実
定
法
の
不
法
と
か
、
実
定
法
を
超
越
す
る
法
と

か
は
、
い
ず
れ
も
自
己
矛
盾
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
こ
の
論
文
を
書
い
た
理
由
が
、
こ
の
冒
頭
個
所

に
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
自
ら
も
体
験
し
た
ナ
チ
ス

の
無
法
な
支
配
へ
の
怒
り
に
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
ナ
チ

ス
が
暴
虐
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
た
め
に
使
っ
た
道
具
が
法
律
で
あ

っ
た
。
全
権
委
任
法
に
せ
よ
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
に
せ
よ
、
い
ず

れ
も
合
法
性
の
仮
面
を
つ
け
た
無
法
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は

元
来
、
価
値
相
対
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
自
ら
の
法
理
解
に
根
本
的
な
反
省
を
強
い
ら
れ
た
の
が
ナ
チ
ス
独

裁
下
の
体
験
で
あ
っ
た
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
以
下
の
よ
う
に
実
定
法
万
能
主
義
の
問
題
点

を
指
摘
す
る
。

実
定
法
万
能
主
義
は
実
際
「
法
律
は
法
律
だ
」
と
い
う
主
張
に
よ

り
、
恣
意
的
で
犯
罪
的
な
内
容
を
持
っ
た
法
律
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の

法
律
家
た
ち
を
無
防
備
に
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
実
定
法
万
能
主

義
は
、
自
分
自
身
の
力
で
法
律
の
効
力
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
ま
っ

た
く
で
き
な
い
。
実
定
法
万
能
主
義
は
、
法
律
の
効
力
は
法
律
が
自

ら
を
貫
徹
す
る
権
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
証
明
さ
れ
た
と
考
え

る
。
し
か
し
、
権
力
は
服
従
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、道
徳
的
義
務
や
効
力
は
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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道
徳
的
義
務
や
効
力
は
、
む
し
ろ
法
律
に
内
在
す
る
価
値
に
よ
っ
て

の
み
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
法
律
に
内
在
す
る
価
値
と
し
て
、
法

的
安
定
性
、
合
目
的
性
、
そ
れ
に
正
義
の
三
つ
を
あ
げ
る
。
そ
の
上

で
、
三
つ
の
な
か
で
最
も
大
事
な
も
の
が
正
義
で
あ
る
と
す
る
。

法
律
の
形
を
取
っ
た
不
法
と
不
適
当
な
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
効

力
を
持
つ
法
律
の
区
別
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
き
っ
ぱ
り
と
線
引
き

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
が
ま
っ
た
く
求
め
ら
れ

て
い
な
い
場
合
や
、
正
義
の
核
心
を
な
し
て
い
る
平
等
が
実
定
法
の

制
定
の
際
に
意
識
的
に
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、法
律
は
単
な
る「
不

適
当
な
法
」
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
法
と
し
て
の
性
質
を
失
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
は
実
定
法
も
含
め
、
正
義
の
た
め

に
定
め
ら
れ
た
秩
序
と
規
定
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
基
準
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
ナ
チ
ス
に
よ
り
制
定
さ
れ

た
諸
法
は
、
効
力
を
持
つ
法
が
備
え
て
い
る
威
厳
に
達
し
た
こ
と
は

一
度
も
な
か
っ
た
。

ナ
チ
ス
時
代
の
痛
切
な
体
験
を
基
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
法
律

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
制
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
内
容
が
正
義
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
の
か
が
最
も
重

要
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
逆
に
、
正
義
の
原
則
に
合
致
し
て
な
い

法
律
は
法
律
と
は
呼
べ
な
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
の
こ
の
論
文
は
ナ
チ
ス

独
裁
政
権
の
「
従
者
」
で
あ
っ
た
法
律
家
た
ち
に
、
戦
後
の
法
律
学

の
進
む
べ
き
道
を
確
固
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
の

民
主
的
法
律
学
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
日
本
の
戦
後
憲

法
学
を
リ
ー
ド
し
た
芦
部
信
喜
も
、
自
ら
の
憲
法
学
の
戦
後
に
お
け

る
出
発
点
を
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
の
論
文
に
見
出
し
て
い
る
。

日
本
の
学
生
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
難
解
な
論
文
か
も
し
れ
な
い

が
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
法
律
学
の
出
発
点
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
ま
た

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
の
論
文
の
背
景
に
も
、や
は
り「
人
間
の
尊
厳
」

の
尊
重
が
法
律
の
基
盤
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
想
が
あ

っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
て
い

る
。

「「
白白
ババ
ララ
」」のの
ゾゾ
フフ
ィィ
ーー
とと
法法
律律

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
論
文
を
紹
介
し
た
あ
と
は
、
映
画
を
学
生
た
ち

に
見
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
政
権
に
抗
し
た
抵
抗
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運
動
「
白
バ
ラ
」
の
女
子
学
生
ゾ
フ
ィ
ー
・
シ
ョ
ル
の
逮
捕
か
ら
処

刑
ま
で
の
最
後
の
日
々
を
描
い
た
「
ゾ
フ
ィ
ー
・
シ
ョ
ル

最
後
の

日
々
」
で
あ
る
。
日
本
で
も
公
開
さ
れ
て
話
題
を
呼
び
、
か
な
り
の

観
客
を
集
め
て
深
い
感
動
を
与
え
た
映
画
で
あ
る
。

「
白
バ
ラ
抵
抗
運
動
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
る
余
裕
は
な
い

が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
や
学
生
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
、
「
白

バ
ラ
」
と
い
う
ビ
ラ
を
作
成
し
、
ナ
チ
ス
政
権
の
侵
略
戦
争
の
実
態

や
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
殺
人
を
告
発
し
た
。
ゾ
フ
ィ
ー
と
兄
の
ハ
ン
ス
が

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
構
内
で
ビ
ラ
を
ま
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
逮
捕
さ

れ
、「
白
バ
ラ
」
の
グ
ル
ー
プ
は
一
網
打
尽
と
な
り
、
多
く
が
処
刑
さ

れ
た
。

ナ
チ
ス
政
権
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
敗
戦
な
ど
で
ド
イ
ツ

国
民
が
政
権
に
疑
い
を
抱
き
始
め
た
時
期
で
も
あ
り
、
「
白
バ
ラ
」

の
動
き
に
危
機
感
を
抱
い
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
裁
判
に
あ
た
っ
て

は
、
民
族
裁
判
所
の
悪
名
高
い
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
裁
判
長
を
わ
ざ
わ
ざ

ベ
ル
リ
ン
か
ら
呼
び
寄
せ
、
裁
判
の
陣
頭
指
揮
を
取
ら
せ
た
。
裁
判

は
一
日
で
結
審
し
、
第
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ハ
ン
ス
と
ゾ
フ
ィ
ー
の

シ
ョ
ル
兄
妹
ら
三
人
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
、
異
例
な
こ
と
に
即
日

処
刑
さ
れ
た
。
ギ
ロ
チ
ン
と
い
う
残
虐
こ
の
上
も
な
い
処
刑
方
法
だ

っ
た
。

映
画
は
、
ゾ
フ
ィ
ー
の
心
理
に
寄
り
沿
う
よ
う
に
、
彼
女
の
逮
捕

か
ら
処
刑
ま
で
の
短
い
日
々
を
追
っ
て
い
る
。
映
画
の
な
か
で
印
象

的
な
の
は
、
訊
問
す
る
警
察
官
と
ゾ
フ
ィ
ー
と
の
法
律
を
め
ぐ
る
対

決
で
あ
る
。
警
察
官
は
、
法
律
が
な
け
れ
ば
無
秩
序
が
支
配
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
ド
イ
ツ
国
民
た
る
者
は
な
に
よ
り
も
法
律
に
従
う

こ
と
が
義
務
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が

批
判
し
た
「
実
定
法
万
能
主
義
」
で
あ
る
。
他
方
、
ゾ
フ
ィ
ー
は
、

言
論
の
自
由
な
ど
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
人
権
規
定
を
ナ
チ
ス
政
権
は

踏
み
に
じ
り
、
独
裁
を
正
当
化
し
、
独
裁
を
守
る
た
め
の
法
律
を
作

っ
た
、
と
反
論
し
、
そ
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
の
法
律
に
従
う
必
要
は
な

い
、
と
主
張
す
る
。
警
察
官
は
、
「
法
律
を
基
準
に
し
な
い
な
ら
、

何
を
基
準
に
行
動
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
ゾ
フ
ィ
ー
に
反
論
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ゾ
フ
ィ
ー
は
「
良
心
」
と
応
え
る
の
で
あ
る
。
法

律
も
良
心
に
反
す
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
、と
い
う
立
場
で
あ
る
。

こ
れ
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
戦
後
の
立
場
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

ゾ
フ
ィ
ー
が
ナ
チ
ス
の
暴
虐
に
抗
し
立
ち
あ
が
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
、
そ
し
て
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
も
堂
々
と
自
ら
の
立
場
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
自
ら
の
行
動
を
常
に
良
心
の
基
準
に
お
い

て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。そ
の
ゾ
フ
ィ
ー
は
ま
た
、

熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
彼
女
が
自
ら
の
指
針
を
良
心
に

の
み
求
め
揺
る
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
、
自
ら
の
背
後
に
神
が
い

る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
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さ
て
、
映
画
の
ゾ
フ
ィ
ー
と
警
察
官
の
対
決
す
る
議
論
は
、
事
実

そ
の
も
の
の
再
現
で
は
な
い
。両
者
と
も
生
存
し
て
い
な
い
今
で
は
、

対
決
の
忠
実
な
復
元
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゾ
フ
ィ
ー
の

訊
問
調
書
は
現
在
も
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
、
ゾ
フ
ィ
ー
は
「
私
は

自
分
の
し
た
こ
と
を
悔
い
て
は
い
ま
せ
ん
」
と
明
言
し
て
い
る
。
そ

の
言
葉
を
ド
イ
ツ
語
の
テ
キ
ス
ト
で
読
ん
だ
と
き
、
私
は
大
き
な
感

動
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

学
生
た
ち
も
、
こ
の
映
画
の
ゾ
フ
ィ
ー
の
姿
に
は
感
動
を
覚
え
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
自
分
と
同
年
輩
の
若
い
女
子
学
生

が
恐
れ
る
こ
と
な
く
残
虐
な
ナ
チ
ス
独
裁
政
権
に
立
ち
向
か
っ
て
い

っ
た
の
だ
か
ら
。

『『
日日
独独
裁裁
判判
官官
物物
語語
』』とと

「「
人人
間間
のの
尊尊
厳厳
」」

授
業
に
お
け
る
法
律
の
ド
イ
ツ
語
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
民
法
や
刑

法
、
環
境
法
、
行
政
法
な
ど
の
ド
イ
ツ
語
を
読
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ

ん
民
法
や
刑
法
は
戦
前
か
ら
の
も
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
戦
前
か
ら
続
く
法
律
に
お
い
て
も
、
戦
後
、
と
り
わ
け
七
十
年

年
代
か
ら
は
そ
れ
ら
の
法
律
を
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
基
本
法
の

精
神
に
お
い
て
新
し
く
解
釈
し
な
お
す
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
あ
た
り
の
経
緯
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
日
独
裁
判
官
物

語
』
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
映
画
で
は
、
日
本
の
司
法
が
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
ド
イ
ツ
に

お
け
る
七
十
年
代
以
降
の
市
民
に
開
か
れ
た
司
法
改
革
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
対
照
的
に
同
時
期
の
日
本
で
は
、
青
法
協
に
加
入
し
て

い
た
裁
判
官
の
再
任
拒
否
を
契
機
に
、
最
高
裁
事
務
総
局
の
人
事
統

制
が
進
ん
だ
。
そ
の
た
め
時
の
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
よ
う
な

判
決
は
現
れ
な
く
な
り
、
裁
判
官
の
市
民
的
自
由
も
大
幅
に
制
限
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
市
民
に
開
か
れ
た
司

法
と
い
う
戦
後
ド
イ
ツ
の
司
法
の
歩
ん
だ
方
向
と
は
逆
に
、
市
民
に

閉
ざ
さ
れ
た
司
法
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。

日
独
の
裁
判
、
お
よ
び
裁
判
官
の
現
状
を
『
日
独
裁
判
官
物
語
』

は
、
市
民
に
開
か
れ
た
裁
判
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う

問
題
意
識
に
貫
か
れ
対
比
的
に
描
く
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を
言
葉
で

説
明
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
映
像
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
は
裁
判
官
席
が
一
段
高
く
な
っ
て

は
い
ず
、
傍
聴
席
と
同
じ
高
さ
に
あ
り
、
裁
判
官
席
と
傍
聴
席
を
隔

て
る
柵
も
な
い
。
ま
た
、
総
ガ
ラ
ス
張
り
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判

所
の
姿
に
、
市
民
に
開
か
れ
た
透
明
性
を
重
視
し
た
ド
イ
ツ
司
法
の
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姿
勢
が
視
覚
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
ー

ル
を
片
手
に
市
民
と
談
笑
す
る
裁
判
官
た
ち
の
姿
に
、
ド
イ
ツ
の
裁

判
官
が
市
民
に
根
付
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
見
て
、
ド
イ
ツ
の
司
法
制
度
に

興
味
を
持
つ
学
生
も
か
な
り
い
る
。短
期
留
学
で
ド
イ
ツ
に
出
か
け
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
見
学
を
し
た
学
生
も
何
人
も
い
る
。

おお
わわ
りり
にに

法
律
ド
イ
ツ
語
の
授
業
や
総
合
講
座
「
ド
イ
ツ
の
社
会
と
文
化
」

で
、
「
人
間
の
尊
厳
」
の
尊
重
に
基
盤
を
置
い
た
戦
後
ド
イ
ツ
の
法

律
学
の
考
え
方
を
教
え
て
い
る
の
も
、
日
本
の
法
学
部
で
は
実
定
法

の
学
習
が
ほ
と
ん
で
、
法
や
法
律
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
機

会
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
学
部
の
授
業

は
法
律
を
学
ぶ
こ
と
が
中
心
だ
が
、
こ
の
授
業
で
は
ド
イ
ツ
の
法
律

の
背
景
に
あ
る
宗
教
や
思
想
を
学
べ
、
法
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
と
日
本
は
文
化
や
歴
史
的
背
景
が
違
う
の
で
、
短
絡
的
に

は
い
か
な
い
が
、
日
本
の
法
律
の
解
釈
、
適
用
に
も「
人
間
の
尊
厳
」

の
尊
重
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
伝
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。
大
学
で
の
教
育
は
、
そ
も
そ
も
学
生
が
ど
の
よ

う
な
道
へ
進
む
と
も
、
「
人
間
の
尊
厳
」
の
尊
重
に
立
ち
、
考
え
て

行
動
す
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
と
思
う
か
ら

だ
。

付
言

新
村
洋
史
先
生
の
御
講
演
を
聞
き
、
御
著
書
『
大
学
生
が
変
わ
る
』

を
読
み
、
教
育
に
か
け
る
真
剣
な
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
た
。
私
の
授

業
は
日
々
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
る
が
、新
村
先
生
の
姿
勢
に
学
び
、

授
業
改
善
の
努
力
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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