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作
家
に
と
っ
て
教
養
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
の

時
代
に
、
作
家
と
教
養
の
こ
と
が
云
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
時
代
の
文
学
的
趨
勢
と

で
も
云
う
べ
き
も
の
を
、
何
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
私
た
ち
を
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
だ

と
思
う
。

　
徳
川
時
代
と
い
う
も
の
の
中
で
眺
め
る
馬
琴
と
い
う
よ
う
な
作
家
は
、
同
時
代
の
庶
民
的
情
調
に
立
つ

軟
文
学
の
気
風
に
対
し
て
、
教
養
派
の
く
み
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
馬
琴
の
芸
術
家
と
し
て
の
教
養
の
実
体

は
モ
ラ
ル
と
し
て
の
儒
教
に
支
那
伝
奇
小
説
の
翻
案
的
架
空
性
を
加
え
た
も
の
が
本
道
を
な
し
て
い
た
と

思
え
る
。
そ
の
意
味
で
作
家
馬
琴
の
所
謂
教
養
は
つ
ま
ら
な
く
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
日
の
私
た
ち
に
興

味
を
抱
か
せ
る
点
は
、
官
学
派
の
よ
う
な
こ
の
作
家
も
時
代
の
活
き
た
脈
動
に
は
自
ず
と
つ
き
う
ご
か
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
当
時
の
諸
国
往
来
の
風
俗
・
俚
謡
・
伝
説
な
ど
に
つ
よ
い
関
心
を
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
面
白
い
。
伝
統
的
な
士
道
の
末
期
的
な
教
養
は
一
面
で
馬
琴
の
世
界
に
勧
善
懲
悪
の
善
玉
悪
玉

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
と
も
に
、
他
の
半
面
で
は
既
に
封
建
の
石
垣
が
く
ず
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
実

的
な
力
に
浸
潤
さ
れ
、
よ
り
現
実
の
市
民
常
識
へ
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
の
初
期
の
文
学
で
は
、
江
戸
末
期
の
戯
作
者
風
な
作
者
と
黎
明
期
の
啓
蒙
書
・
翻
訳
文
学
が
対
立
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し
た
が
、
尾
崎
紅
葉
の
硯
友
社
時
代
に
は
、
仏
文
学
の
影
響
や
ロ
シ
ア
文
学
の
影
響
を
も
ち
な
が
ら
、
作

家
気
質
の
伝
統
は
戯
作
者
気
質
の
筋
を
ひ
い
て
い
た
。
坪
内
逍
遙
の
「
当
世
書
生
気
質
」
は
、
日
本
の
近

代
文
学
の
第
一
歩
の
導
き
と
な
っ
て
彼
の
近
代
小
説
論
「
小
説
神
髄
」
の
創
作
的
実
験
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
作
品
の
世
界
は
書
生
と
い
う
姿
に
於
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
昔
な
が
ら
の
遊
蕩
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
遊

蕩
と
い
う
も
の
に
対
す
る
作
者
の
態
度
も
、
戯
作
者
的
現
実
追
随
の
域
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
い
う
時
代
に
、
二
葉
亭
四
迷
が
ロ
シ
ア
文
学
の
教
養
か
ら
、
人
生
に
お
け
る
男
女
の
自
我
の
対
立

や
個
性
と
通
俗
の
し
き
た
り
と
の
摩
擦
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と

思
う
。
二
葉
亭
の
、
当
時
の
日
本
文
学
の
通
念
よ
り
前
進
し
す
ぎ
て
い
た
人
生
的
教
養
は
、
逆
に
彼
に
文

学
は
男
子
一
生
の
事
業
に
価
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
懐
疑
に
陥
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
私
た
ち

に
少
な
か
ら
ず
暗
示
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

　
硯
友
社
の
文
学
的
傾
向
に
対
し
て
、
作
家
は
昔
の
戯
作
者
に
非
ず
と
し
て
、
人
生
的
な
教
養
の
必
要
を

強
調
し
た
の
は
、
当
時
の
内
田
魯
庵
そ
の
他 

所  
謂 

い
わ
ゆ
る

人
生
派
の
論
客
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
自
然
主
義
文
学
の
動
き
は
、
硯
友
社
的
美
文
で
造
り
上
げ
ら
れ
た
現
実
を
文
学
か
ら
追
放
し
て
、
も
っ

と
む
き
出
し
の
、
教
養
以
前
或
は
七
重
の
教
養
を
八
重
に
引
剥
い
だ
そ
の
底
の
人
間
性
と
真
正
面
か
ら
取

組
も
う
と
し
た
、
一
応
の
教
養
を
否
定
す
る
教
養
に
立
っ
て
お
こ
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
日
本
の
近
代
文
学
の
血
脈
は
、
自
然
主
義
を
生
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
と
文
学
の
伝
統
と

は
ま
る
き
り
ち
が
っ
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
識
人
が
代
々
を
経
て
来
た
啓
蒙
時
代
、
唯
物
論
時
代
を
経

て
い
な
い
。
同
じ
自
然
主
義
の
流
れ
も
、
日
本
の
生
活
の
現
実
の
土
壤
を
う
る
お
し
て
結
ん
だ
実
は
、
既

成
の
教
養
を
否
定
す
る
に
足
る
新
た
な
文
化
力
と
し
て
の
鋭
き
現
実
的
な
教
養
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
の

市
民
一
般
の
お
か
れ
て
い
た
教
養
の
低
い
水
準
の
ま
ま
に
作
家
の
内
的
世
界
も
肯
定
さ
れ
た
形
を
と
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
夏
目
漱
石
の
文
学
、
森
鴎
外
の
文
学
及
び
、
漱
石
系
統
の
帝
大
な
ど
を
出
た
新
し
い
作
家
た
ち
の
作
品

が
、
知
識
人
の
間
に
広
く
反
響
を
も
っ
た
の
は
、
一
方
に
自
然
主
義
の
傾
向
を
も
っ
た
文
学
の
、
桶
を
桶

と
い
う
に
止
っ
た
よ
う
な
真
実
性
へ
の
反
撥
で
あ
っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
夏
目
漱
石
に
し
ろ
森
鴎
外
に
し
ろ
、
何
と
日
本
の
明
治
時
代
そ
の
も
の
の
文
化
的
混

淆
を
大
き
く
そ
の
生
涯
に
照
り
か
え
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
漱
石
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
教
養
、
支
那
文

学
の
教
養
は
、
二
つ
な
が
ら
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
程
度
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
彼
の
作
品
は
、
決
し
て
こ

の
二
つ
の
教
養
の
源
泉
か
ら
だ
け
は
生
れ
て
い
な
い
。
明
治
元
年
に
生
れ
た
日
本
の
男
と
い
う
、
そ
の
時

代
が
彼
に
た
た
き
こ
ん
だ
封
建
の
ぬ
け
き
ら
な
い
、
儒
教
の
重
し
が
の
き
切
ら
な
い
一
生
活
人
の
脈
搏
が

漱
石
の
全
作
品
を
貫
い
て
苦
し
く
打
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
男
対
女
の
相
剋
を
、
漱
石
は
「
兄
」
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な
ど
の
中
に
あ
れ
ほ
ど
執
拗
に
追
究
し
て
い
な
が
ら
、
問
題
は
常
に
女
と
い
う
一
般
の
性
に
向
っ
て
の
疑

い
と
し
て
出
さ
れ
て
い
て
、
結
婚
の
習
慣
の
あ
り
よ
う
、
家
庭
と
い
う
観
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
不
思

議
な
ほ
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
男
女
の
相
剋
を
自
我
の
相
剋
と
し
て
見
る
面
で
漱
石
の
西
欧
的
教
養
は

大
き
い
創
造
の
モ
メ
ン
ト
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
漱
石
が
我
と
も
な
く
昔
な
が
ら
の
常
識
に
妥
協

し
て
い
る
面
で
は
、
そ
の
よ
う
な
男
女
の
相
剋
を
も
た
ら
す
日
本
的
現
実
の
条
件
の
追
究
を
と
り
あ
げ
得

な
い
で
い
る
。
日
本
に
お
け
る
夫
婦
間
の
相
剋
は
、
少
く
と
も
漱
石
の
作
品
の
世
界
で
は
、
ス
ト
リ
ン
ド

ベ
リ
ー
の
文
学
の
世
界
の
そ
れ
と
は
、
そ
の
発
生
の
社
会
性
に
於
て
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
の
ち
が
い
が
現

実
に
作
用
し
て
い
る
だ
け
深
刻
巨
大
な
ち
が
い
と
し
て
は
抉
り
出
さ
れ
て
い
な
い
。
漱
石
の
教
養
の
歴
史

性
の
片
影
は
、
こ
う
い
う
点
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
は
漱
石
と
ま
た
ち
が
い
、
こ
の
文
学
者
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
教
養
や
医
者
と
し
て
の
教
養
や
、

政
府
の
大
官
と
し
て
の
処
世
上
の
教
養
や
ら
は
、
漱
石
よ
り
一
層
彼
の
人
間
性
率
直
さ
を
被
う
た
。
彼
が

最
後
の
時
期
ま
で
博
物
館
長
と
し
て
、
上
流
的
高
官
生
活
を
送
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
語
ら
せ
れ
ば
ゲ
ー
テ

的
包
括
力
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
の
鏡
に
は
、
や
は
り
文
学
者
と
し
て
は
伝
記
の
研
究
に
赴

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
漱
石
の
系
統
に
立
っ
て
、
教
養
を
自
分
の
芸
術
の
砦
と
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
、
遂
に
時
代
の
大
き
い
動
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揺
に
よ
っ
て
そ
の
砦
を
壊
さ
れ
つ
つ
己
は
そ
の
崩
れ
た
石
の
下
と
な
っ
た
の
が
、
芥
川
龍
之
介
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
を
一
区
画
と
し
て
、
文
学
に
お
け
る
教
養
の
問
題
は
、
日
本
文
学
の
中
で
未
曾
有
の
一
飛
躍

を
示
し
た
。
従
来
は
、
教
養
と
い
う
も
の
に
対
す
る
作
家
の
態
度
が
、
二
別
二
様
に
分
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
に
は
、
小
説
は
学
問
や
教
養
で
書
く
の
で
は
な
い
、
と
い
う
、
創
作
に
お
け
る
教
養
の
役

割
を
否
定
的
に
見
た
人
々
が
あ
り
、
そ
の
大
づ
か
み
な
分
け
か
た
の
中
に
は
自
然
主
義
か
ら
発
足
し
た
作

家
た
ち
も
、
白
樺
の
よ
う
に  
人  

間  

性  
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

に
じ
か
に
立
っ
て
自
分
の
声
を
生き
の
ま
ま
で
育
て
よ
う
と
努
め

て
い
た
人
々
も
入
っ
た
と
云
え
る
。
他
の
一
方
に
は
、
漱
石
か
ら
は
じ
ま
っ
て
芥
川
龍
之
介
な
ど
の
よ
う

に
、
俗
人
的
教
養
を
否
定
す
る
武
器
と
し
て
の
文
学
的
教
養
を
高
く
評
価
し
た
一
群
の
人
々
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
二
様
の
態
度
は
、
教
養
に
対
し
て
は
二
つ
の
端
に
立
ち
つ
つ
も
、
世
俗
的
な
常
識
に
対
し
て
戦
う

態
度
は
相
通
じ
た
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
同
時
に
、
反
撥
し
或
は
評
価
す
る
自
身
の
態
度
と
と
も
に
、
対

象
と
な
る
既
定
の
文
化
・
文
学
的
教
養
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
本
質
に
つ
い
て
は
深
い
省
察
を
加
え
な
い

と
こ
ろ
も
、
共
通
で
あ
っ
た
。

　
芥
川
の
死
の
前
後
、
昭
和
初
頭
前
後
か
ら
、
日
本
の
文
学
は
、
そ
の
流
れ
の
中
に
、
昔
な
が
ら
の
一
つ

流
れ
か
ら
只
岐わか
れ
た
と
い
う
ば
か
り
の
相
違
で
は
な
い
相
異
を
質
的
に
主
張
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
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強
い
潮
騒
い
を
も
っ
て
動
き
は
じ
め
た
。

　
こ
の
文
学
運
動
が
日
本
文
学
に
も
た
ら
し
た
消
え
ざ
る
功
績
は
、
文
学
作
品
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
見

解
と
、
文
学
を
大
衆
に
と
っ
て
、
買
っ
て
読
ま
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
、
自
分
た
ち
の
生
活
か
ら
生
み
得

る
も
の
と
い
う
理
解
に
立
ち
到
ら
せ
た
こ
と
、
及
び
過
去
の
所
謂
教
養
と
い
う
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
な

い
こ
と
が
直
接
の
恥
辱
で
は
な
く
て
、
自
分
た
ち
の
人
生
に
お
け
る
現
実
の
関
係
が
自
分
た
ち
に
与
え
て

い
る
判
断
を
土
台
と
し
て
新
し
い
文
化
と
教
養
と
に
成
長
し
得
る
と
い
う
見
と
お
し
を
与
え
た
こ
と
で
あ

る
。

　
日
本
の
文
学
の
歴
史
の
な
か
で
、
こ
の
重
要
な
時
期
は
時
間
的
に
極
め
て
短
か
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
又
、

自
然
主
義
が
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
ち
が
っ
た
花
を
咲
か
せ
た
と
同
じ
よ
う
な
日
本
の
独
特
な
社
会
の
事

情
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
数
年
を
経
て
再
び
作
家
と
教
養
の
課
題
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
た

時
に
は
、
こ
の
教
養
の
実
質
が
過
去
へ
の
屈
伏
を
意
味
し
た
と
と
も
に
、
そ
の
必
要
を
云
々
す
る
作
家
の

人
生
的
迫
力
も
、
到
っ
て
甲
斐
甲
斐
し
さ
を
喪
失
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
僅
か
数
年
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
過
去
の
云
う
と
こ
ろ
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
新
鮮
さ
を
寧

ろ
文
学
の
世
代
と
し
て
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
発
足
し
よ
う
と
し
て
い
た
若
い
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
退
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陣
の
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
過
去
の
教
養
の
尊
重
の
流
行
は
、
多
く
の
混
迷
を
わ
き
お
こ
し
た
。
そ
し
て
、

現
実
の
文
壇
処
世
と
し
て
は
、
一
般
の
教
養
的
素
地
の
未
熟
さ
を
逆
に
反
映
し
て
の
こ
け
お
ど
し
の
教
養

ぶ
り
も
出
現
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
教
養
尊
重
の
風
は
、
漱
石
時
代
よ
り
萎
靡
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
幾
変
転
を
経
て
、
今
日
、
私
た
ち
作
家
は
自
身
の
問
題
と
し
て
、
教
養
と
い
う
も
の
を
ど
う
見
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
興
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
文
学
的
教
養
は
こ
の
二
三
年
来
実
に
急
速
に
、
容

赦
な
く
低
下
し
つ
つ
あ
っ
て
、
而
も
、
そ
の
低
下
の
現
代
の
特
質
は
、
作
家
自
身
そ
の
低
下
を
ち
っ
と
も

恐
怖
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
し
、
現
実
の
多
岐
な
発
現
が
、
過
去
の
文
学
的
教

養
の
枠
を
溢
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ん
な
も
の
は
今
日
の
作
家
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、

で
は
、
そ
れ
に
代
る
他
の
教
養
、
真
に
現
実
を
把
握
し
、
現
実
の
変
転
の
真
の
歴
史
的
契
機
に
ふ
れ
得
る

だ
け
の
科
学
的
な
教
養
、
政
治
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
作
家

の
答
え
は
た
や
す
く
は
与
え
ら
れ
ま
い
と
思
う
。
作
品
と
し
て
表
現
し
得
る
か
得
な
い
か
と
い
う
外
的
な

条
件
の
限
度
を
、
作
家
と
し
て
本
質
的
な
現
実
把
握
力
と
し
て
こ
の
教
養
の
限
度
と
自
分
か
ら
き
め
て
、

そ
こ
で
馴
れ
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
歴
史
の
或
る
時
期
に
文
化
は
本
質
に
停
頓
し
つ
つ
、
文
学
の
購
買
力
は
高
騰
す
る
こ
と
が
あ
る
。
作
家
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は
、
後
者
と
自
分
の
書
く
腕
と
を
現
象
的
に
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
を
文
学
的
な
創
作
と
し
て
自
分
に
も
云

い
き
か
せ
て
い
る
危
険
は
ど
こ
に
も
な
い
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
最
も
厳
粛
な
意
味
で
、
人
間
の
教
養
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
が
再
び
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
教
養
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
今
日
ひ
と
と
お
り
教
養
が
あ
る
と
か
知
性
的
だ
と
か
云
わ
れ
る
文
学
作
品
の
真
の
生
活
的
・
文
学
的

価
値
を
、
再
評
価
し
て
ゆ
く
生
活
的
・
社
会
的
洞
察
で
あ
り
、
文
学
的
教
養
と
云
う
意
味
は
、
或
る
作
家

の
作
品
中
の
文
句
を
会
話
の
中
に
自
由
に
と
り
い
れ
て
来
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
文
句
の
真
の

生
命
を
嗅
ぎ
わ
け
て
ゆ
く
生
活
力
と
し
て
の
文
学
へ
の
敏
感
性
で
あ
る
と
思
う
。

　
ホ
ー
マ
ー
の
詩
の
百
千
の
句
を
知
っ
て
い
る
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
よ
り
、
自
身
の
世
代
の
真
の
歌
を
、
何

か
の
形
で
う
た
い
う
る
名
の
な
い
一
人
の
作
家
で
あ
る
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
は
、
何
と
謙
遜
で
し
か
も
激
し

い
で
あ
ろ
う
か
。
作
家
は
、
文
化
と
し
て
一
般
の
教
養
の
低
い
こ
と
を
怪
し
ま
な
い
時
代
に
め
ぐ
り
合
え

ば
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
本
然
な
疑
問
か
ら
先
ず
彼
の
作
家
的
成
長
の
一
歩
が
始
ま
る
と
さ
え
云
い
得
る

の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
五
月
〕
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