
「
深
め
る
」
か
ら
「
創
る
」
　
へ

ー
　
論
説
文
教
材
に
お
け
る
吉
部
(
き
べ
)
中
学
生
の
場
合

は
じ
め
に
　
-
　
問
題
の
所
在
　
-

論
説
文
を
教
材
と
し
て
学
習
指
導
を
展
開
す
る
。
そ
の
時
、
私
た

ち
指
導
者
は
、
え
て
し
て
形
式
論
理
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
へ
そ
の
指

導
法
や
内
容
や
が
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
。
そ

れ
は
、
学
習
者
主
体
な
ど
と
は
言
い
条
、
受
動
的
に
「
正
確
な
読
み
」

の
み
を
強
い
て
は
い
な
い
か
。
さ
ら
に
'
そ
の
結
果
は
、
「
個
性
の

創
造
力
」
に
も
、
背
を
む
け
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
先
学

の
卓
論
は
、
こ
う
指
摘
す
る
。
(
傍
線
加
藤
。
以
下
同
。
)

①
　
(
前
略
)
論
理
的
文
章
に
対
す
る
基
本
姿
勢
と
し
て
は
'
矧
者

五
台
~
~
叫
　
叫
黒
川
　
　
　
L
t
」
V
Z
-
:
-
可
1
吋
棉
J
J
川

笥
利
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
-
る
。
こ
の
よ
う
な
託

を
「
評
価
読
み
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
評
価
読
み

を
す
る
読
者
自
体
が
認
識
の
主
体
と
し
て
個
性
や
問
題
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
個
性
や
問
題
を
対
象
化
す
る
こ
と
も
、
こ

れ
ま
た
重
要
な
学
習
対
象
で
あ
る
　
(
森
田
信
義
「
評
論
・
論
説
・

説
明
文
を
ど
う
考
え
る
か
」
　
(
「
月
刊
国
語
教
育
」
一
九
九
五
・

加
　
藤
,
宏
　
文

1
0
　
東
京
法
令
出
版
)

②
　
説
明
的
文
章
を
読
む
行
動
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
へ
.
そ

の
題
材
‥
7
1
マ
が
読
み
手
の
興
味
、
関
心
を
呼
び
へ
　
そ
の
文
体

が
読
み
手
を
文
章
の
世
界
に
引
き
込
ん
で
い
く
力
を
持
っ
て
い
る

ば
あ
い
、
お
よ
び
'
疏
劃
刊
が
特
定
の
目
的
・
必
要
を
持
ち
.
 
、
文

章
が
そ
れ
に
か
な
う
知
識
・
情
報
を
提
供
す
る
ば
あ
い
に
、
充
実

し
た
理
解
・
認
識
活
動
を
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
科
書
教

77

材
の
指
導
に
の
ぞ
ま
れ
る
こ
と
は
、
読
み
手
学
習
者
の
教
材
文
体

へ
の
感
応
力
を
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な
読
ま
せ
方
を
工
夫
す
る
こ
と

・
"
J
l
-
:
.
日
、
▲
'
:
.
<
0
い
は
、
そ
の
昔
-
 
-
<
-
>
:
司
~
朝
引
叫
っ
刊
~
封
川

に
意
欲
的
に
持
た
せ
る
手
だ
て
を
指
導
過
程
の
上
に
施
す
こ
と
で

あ
る
。
(
小
田
辿
夫
r
説
明
文
教
材
の
授
業
改
革
論
j
 
l
九
八
六
・

四
　
明
治
図
書
出
版
　
三
七
ペ
ー
ジ
)

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
、
「
筆
者
の
r
工
夫
J
J
と
一
「
読
者
自
体
」

の
「
認
識
」
の
接
点
で
、
学
習
指
導
を
展
開
し
て
い
る
の
か
。
そ
の

た
め
に
は
、
「
読
み
手
学
習
者
」
　
の
「
感
応
力
」
　
の
「
増
幅
」
や

「
意
欲
」
　
へ
の
「
手
だ
て
」
を
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
の
か
。
そ
の
根
底
に
は
'
い
つ
も
「
筆
者
の
主
張
を
『
確
か

め
る
」
だ
け
で
'
い
い
の
か
。
」
と
の
思
い
が
、
つ
き
ま
と
う
。

本
稿
は
'
山
口
県
厚
狭
郡
楠
町
立
古
郡
中
学
校
二
年
生
(
一
学
年

7
ク
ラ
ス
・
男
子
六
名
女
子
八
名
)
に
お
け
る
、
論
説
文
「
r
開
い

た
社
会
」
に
向
け
て
」
(
光
村
図
書
「
国
語
」
②
所
収
　
筆
者
樺
島

忠
夫
)
を
中
心
と
し
た
単
元
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考

え
る
」
(
内
田
京
子
教
諭
指
導
)
　
へ
の
私
の
参
入
部
を
中
心
と
し
た
。

L
　
学
習
者
の
J
実
態
」
と
教
材
と
は
'
ど
こ
に
接
点
を
持

つ
の
か
。

内
田
京
子
教
諭
僧
′
、
1
年
次
に
、
,
r
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
」
を
中
心

に
、
寸
劇
を
通
し
て
、
「
う
る
お
い
」
や
「
あ
た
1
か
さ
」
の
あ
る

「
話
し
こ
と
ば
」
凄
求
め
へ
学
習
指
導
を
展
開
さ
れ
た
。
受
け
て
、

こ
の
二
年
次
に
は
'
;
r
単
に
亨
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
,
つ
き

っ
め
た
形
で
コ
菅
上
力
」
を
と
へ
こ
の
単
元
の
実
践
を
目
指
さ
れ

一

た
。
こ
う
述
べ
て
中
ら
れ
る
。
・
・

〇
富
部
中
学
校
卑
厚
狭
郡
北
部
の
山
間
部
に
あ
る
全
校
生
徒
三

1
名
の
小
規
模
校
で
あ
る
。
生
徒
同
士
は
兄
弟
貯
妹
従
兄
弟
姉
妹

関
係
も
多
-
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
幼
稚
園
時
代
か
ら
共
に
過
ご
し

て
い
る
の
で
'
互
い
の
こ
と
は
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
り
あ
え
る
。

/
　
し
た
が
っ
て
へ
あ
い
ま
い
な
表
現
で
も
十
分
に
会
話
が
成
立

し
、
日
常
生
活
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
不
都
合
を
感

じ
た
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
為
る
P
笑
い
話
で
終
わ
る
よ
う
な
誤

解
は
記
憶
し
て
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か

ず
に
と
て
も
困
っ
た
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
生
徒
は
少
な
い
。

そ
の
た
め
か
、
事
柄
を
正
確
に
つ
た
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま

り
執
着
し
て
い
な
い
の
で
'
授
業
中
の
発
言
、
作
文
へ
改
ま
っ
た

場
で
の
会
話
に
お
い
て
'

自
分
の
考
え
を
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に

表
現
す
る
こ
と
を
苦
手
と
し
て
い
る
。
/
　
ま
た
へ
日
常
生
活
に

お
い
て
、
意
外
と
無
感
動
な
面
も
あ
り
へ
教
師
側
が
期
待
す
る
よ

り
も
さ
ら
り
と
か
わ
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
1
-
し
た
い
」

と
い
う
強
い
欲
求
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
'

言
語
へ
の
こ

だ
わ
り
方
の
弱
さ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
年
生
~
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
は
、

あ
い
さ
つ
言

葉
は
大
切
な
の
で
、
言
葉
を
交
わ
す
七
き
の
態
度
に
は
注
意
劃
軌

う
べ
き
だ
と
い
う
点
に
意
識
が
集
中
し
て
お
り
へ

自
分
の
考
え
を
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相
手
に
正
確
に
伝
え
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
目
が
向
い
て
い
な
い

二
九
九
六
・
六
・
八
の
・
「
教
材
研
究
会
」
で
の
報
告
)

さ
て
、
こ
の
吉
部
中
学
校
二
年
生
が
学
習
対
象
に
し
た
教
材

「
「
開
い
た
社
会
」
　
に
む
け
て
」
は
、
こ
う
主
張
す
る
。

O
　
「
開
い
た
社
会
」
の
中
で
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
他

人
も
知
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
の
頭
に
浮
か

ん
だ
こ
と
を
'
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
て
も
'
相
手
に
通
じ
な
い
こ

と
が
多
い
。
ま
た
へ
習
慣
や
常
識
さ
え
通
ら
な
い
こ
と
も
出
て
・
v
f

る
。
T
開
い
た
社
会
」
の
中
で
の
コ
J
J
J
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
は
、
「
閉

じ
た
社
会
」
の
中
で
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
は
'
年
齢
が
上
に
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ま
で
に
住
ん
で
い
た



小
さ
な
「
閉
じ
た
社
会
」
を
出
て
、
大
き
な
「
開
い
た
社
会
」
に

出
る
機
会
が
多
-
な
る
o
そ
こ
で
誤
解
を
生
じ
た
り
f
人
間
関
係

を
損
ね
た
り
し
な
い
た
め
に
は
'
あ
い
ま
い
な
表
現
で
は
な
-
I

事
柄
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
描
き
出
し
て
表
現
す
る
能
力
が
必
要

に
な
る
の
で
あ
る
。
(
加
藤
注
。
結
末
部
分
。
)

こ
の
よ
う
に
、
「
実
態
」
　
に
指
摘
さ
れ
た
「
自
分
の
考
え
を
相
手

に
正
確
に
伝
え
る
」
こ
と
と
、
筆
者
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
「
事
柄
が

よ
-
わ
か
る
よ
う
に
描
き
出
し
て
表
現
す
る
」
こ
と
と
は
'
確
か
に

「
接
点
」
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
先
学
が
指
摘
さ
れ
た

「
評
価
読
み
」
や
学
習
者
の
「
感
応
力
」
・
「
意
欲
」
を
喚
起
す
る

意
味
で
の
「
接
点
」
を
持
つ
こ
と
は
'
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
「
認

識
の
主
体
」
と
し
て
の
学
習
者
が
、
こ
の
主
張
を
ど
う
「
評
価
」
す

る
か
、
ま
ず
は
そ
の
「
場
」
を
具
体
的
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〓
　
「
閉
じ
た
社
会
」
の
「
開
い
た
表
現
」
を
'
ど
う
見
る
か
。

こ
の
単
元
で
の
学
習
の
出
発
に
あ
た
り
へ
　
た
と
え
ば
A
さ
ん
は
、

今
ま
で
の
言
語
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
こ
う
述
懐
し
て
い
る
。

○
　
登
下
校
中
に
出
会
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
あ
い

さ
つ
を
し
た
時
へ
耳
が
遠
い
ら
し
く
て
聞
こ
え
な
-
て
、
矧
楓
帆

態
に
な
っ
た
。

○
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
'
何
か
話
し
か
け
て
-
れ
て
い
る
の
に
、

を
使
う
と
、
言
お
う
と
思
う
伝
え
た
い
と
思
う
こ
と
が
、
敬
語
で

は
上
手
-
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

○
　
国
語
・
道
徳
な
ど
の
'
自
分
の
気
持
ち
、
人
の
気
持
ち
を
発
表

し
た
り
す
る
時
な
ん
か
で
'
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
が
、
-
言
葉
に

聞
こ
え
な
い
で
、
笑
っ
て
ご
ま
か
し
て
い
た
。

○
　
目
上
の
人
に
は
敬
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
敬
謝

な
ら
な
-
て
、
-
き
ち
ん
と
伝
わ
ら
な
い
。
　
一

〇
;
　
「
ぼ
-
Q
」
　
っ
と
し
て
い
た
ら
、
相
手
の
話
し
て
い
た
こ
と
を

聞
い
て
い
な
-
て
困
っ
た
。

〇
　
日
分
は
、
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
た
つ
も
り
が
'
相
手
に
は
伝
わ
っ

て
い
な
-
て
、
大
き
な
誤
解
が
で
き
た
。
矧
矧
が
と
れ
な
く
な
っ
た
。

ま
た
、
・
内
田
京
子
先
生
は
へ
こ
の
教
材
と
学
習
者
の
「
接
点
」
を
'

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
て
、
指
導
を
出
発
な
き
っ
た
。

○
　
小
規
模
の
「
閉
じ
た
社
会
」
の
中
で
、
「
開
い
た
表
現
」
を
中

心
に
言
語
生
活
を
送
っ
て
い
る
生
徒
に
と
っ
て
、
筆
者
の
四
つ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
の
定
義
を
読
み
取
る
こ
と
や
、
例
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
会
話
の
も
つ
あ
い
ま
い
さ
に
気
づ
-
こ
と
は
で
き

て
も
、
そ
れ
を
的
確
に
「
閉
じ
た
表
現
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
1
つ
の
会
話
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
頭
の
中
に
思
い
描
き
'
言
葉
を
用
い
ず
に
理
解
し
よ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
の
会
話
以
外
に
い

-
つ
か
の
例
を
挙
げ
、
言
葉
だ
け
で
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
事
柄

を
じ
っ
-
り
と
考
え
さ
せ
て
筆
者
の
主
張
に
迫
ら
せ
た
い
。

そ
し
て
へ
発
展
学
習
と
し
て
'
生
徒
自
身
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
向
上
の
た
め
に
、
音
声
言
語
と
文
字
言
語
の
両
方
か
ら
の
演

習
を
行
い
た
い
。
音
声
言
語
で
は
、
自
分
た
ち
で
の
場
面
設
定
と

79



会
話
を
も
と
に
、
日
常
生
活
へ
の
意
識
付
け
と
改
善
点
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
文
字
言
語
で
は
'
古
都
の
ピ
ー
ア
ー
ル
誌
を
作
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
正
確
に
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
材
料
や
言
葉
づ

か
い
の
工
夫
を
さ
せ
た
い
。

ま
た
へ
　
「
閉
じ
た
社
会
」
　
の
典
型
的
な
と
こ
ろ
に
住
む
生
徒
た

ち
が
'
「
開
い
た
社
会
」
や
「
閉
じ
た
表
現
」
を
優
位
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
こ
と
な
-
、
「
閉
じ
た
社
会
」
を
「
閉
じ

た
表
現
」
で
紹
介
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ

る
よ
う
に
配
慮
し
た
い
。
ピ
ー
ア
ー
ル
誌
作
成
の
中
で
'
地
域
の

良
さ
や
自
分
自
身
へ
の
再
認
識
が
あ
れ
ば
と
願
う
。

そ
の
上
で
'
学
習
者
た
ち
は
、
筆
者
の
「
工
夫
」
の
要
で
あ
る
四

一

つ
の
キ
ー
・
ワ
I
下
「
閉
じ
た
社
会
」
「
開
い
た
社
会
」
「
閉
じ
た
表

現
」
「
開
い
た
表
現
U
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
。
五
人
は
、

加
藤
へ
.
の
手
紙
の
形
で
、
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

(
B
さ
ん
の
表
現
〉
一
前
略
。
今
の
季
節
に
ピ
ッ
タ
リ
な
ヲ
ジ
サ

ー

・
イ
」
が
と
て
も
き
れ
い
に
咲
い
て
い
ま
す
。
/
　
閉
じ
た
表
現
で

l
.

p
R
誌
を
書
-
の
は
、
と
て
も
大
変
で
す
。
思
っ
た
こ
と
へ
聞
い

た
こ
と
な
ど
を
書
い
て
い
る
と
'
閉
じ
た
表
現
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
「
　
-
　
で
す
。
」
な
ど
で
終
わ
る
の
よ
り
は

「
　
-
　
だ
。
」
と
か
で
終
わ
っ
た
方
が
'
利
引
u
「
叫
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。
(
加
藤
後
略
。
)

(
C
君
の
表
現
)
　
梅
雨
も
'
後
半
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
'
僕
達

は
'
今
ま
で
'
「
r
開
い
た
社
会
」
に
向
け
て
」
の
授
業
を
し
て
き

て
'
開
い
た
社
会
で
は
、
開
い
た
表
現
を
使
う
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。
(
加
藤
後
略
。
)

(
D
君
の
表
現
〉
　
開
い
た
社
会
に
向
け
て
勉
強
し
て
、
ぽ
-
は
、

開
い
た
表
現
は
、
む
つ
か
し
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
へ
少
し
は
へ

し
ら
な
い
う
ち
に
使
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
(
加
藤
後
略
。
)

(
E
さ
ん
の
表
現
〉
　
梅
雨
の
時
期
と
な
り
、
毎
日
重
ぐ
る
し
い
空

気
を
感
じ
ま
す
。
/
　
私
は
、
「
「
開
い
た
社
会
」
に
む
け
て
」
の

勉
強
を
し
て
'
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
二
人
で
'

「
r
開
い
た
表
現
」
　
と
　
r
閉
じ
た
表
現
L
　
で
コ
ン
ト
を
し
た
と
き
へ

今
ま
で
な
に
気
な
-
使
っ
て
い
た
言
葉
が
難
し
-
思
え
ま
し
た
。

今
ま
で
使
っ
て
い
た
『
閉
じ
た
表
現
」
と
は
違
う
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
。
(
加
藤
後
略
。
)

(
F
さ
ん
の
表
現
〉
　
道
を
た
ず
ね
ら
れ
た
と
き
、
「
開
い
た
表
現
」

で
言
う
ん
で
は
な
-
'
「
閉
じ
た
表
現
」
で
言
う
こ
と
。
(
加
藤
後

略。)
そ
の
上
で
、
学
習
者
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ
で
こ
う
ま
と
め
合
っ
た
。
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共
通
の
知
識
を
も
っ
て
い

て
、
考
え
方
も
そ
う
大
き

-
は
違
わ
な
い
。

【
言
い
換
え
】
小
さ
な
社
会

狭
い
社
会
　
閉
鎖
的
な
社

会
　
親
し
み
が
深
い
社
会

【
特
徴
】
メ
ン
バ
ー
が
固
定

し
て
い
な
い
。
他
人
が
ど

ん
な
人
で
ど
な
ん
考
え
方

を
す
る
の
か
に
つ
い
て
の

知
識
が
乏
し
い
。

【
言
い
換
え
】
大
き
な
社
会

広
い
社
会
　
盟
醐
山
矧
甜

親
し
み
が
浅
い
社
会

中
で
'
先
の
A
さ
ん
と
E
さ
ん
と
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
、

記
述
し
て
い
る
。

<
y
l
<
山
中
‥
㌫
J
>
　
C
*
は
、
川
刊
叫
~
「
間
・
-
>
蝣
;
:
;
」
'
蝣
「
叫
間
川
-
v
2
*

て
い
っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
。
「
閉
じ
た
社
会
」
~
は
、
自
分
に

知
識
が
身
に
つ
き
や
す
い
社
会
な
の
で
い
い
な
と
思
っ
た
。

(
E
さ
ん
の
表
現
〉
　
蝣
]
|
]
H
葉
が
あ
い
ま
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
誤

解
の
な
い
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
「
開

い
た
社
会
」
.
に
出
た
か
ら
と
い
っ
て
、
今
ま
で
の
自
分
と
は
違
う

「
閉
じ
た
表
現
」

【
定
義
】
言
葉
だ
け
で
十
分

に
理
解
で
き
る
表
現

【
言
い
換
え
】
完
ぺ
き
な
表

め
ん
ど
う
な
表
現

伝
え
る
表
現
　
堅
苦
し
い

い
蝣
'
」

「
開
い
た
表
現
」

【
定
義
】
言
葉
だ
け
で
は
理

解
で
き
ず
、
言
葉
以
外
の
.

知
識
や
、
他
か
ら
補
う
言

葉
の
助
け
を
借
り
て
初
め

て
理
解
で
き
る
表
現
。

【
言
い
換
え
】
動
詞
m
例
別
封

秘
密
の
表
現
　
ア
イ

コ
ン
タ
ク
ト
の
よ
う
な
表

現
　
親
し
み
を
こ
め
た
表

覗

自
分
を
し
な
く
て
も
、
少
し
-
ら
い
自
分
ら
し
さ
を
出
せ
た
ら
と

思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
地
域
社
会
で
懸
命
に
生
き
ぬ
い
て
い
る
学
習
者
た
ち

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
親
し
み
深
い
社
会
」
で
の
「
親
し
み
を

こ
め
た
表
現
」
を
、
「
閉
じ
た
社
会
」
'
の
「
開
い
た
表
現
」
と
し
て

1
蹴
さ
れ
る
こ
と
は
'
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
「
開
い
た
社
会
」
に

出
て
行
-
機
会
が
多
-
な
る
と
言
わ
れ
～
ば
、
そ
れ
に
従
い
'
筆
者

の
主
張
を
「
確
か
め
る
」
こ
と
に
素
直
に
専
念
し
て
は
い
-
0

し
か
し
'
四
つ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
中
心
と
し
た
「
筆
者
の
工
夫
」

を
、
こ
の
「
学
習
者
自
体
」
　
の
「
個
性
や
問
題
を
対
象
化
」
し
'

「
評
価
読
み
」
を
指
向
し
、
「
感
応
力
」
や
「
意
欲
」
　
に
即
し
て
'

「
理
解
」
を
深
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
「
閉
じ
た
社
会
」
の
「
開

い
た
表
現
」
の
中
の
普
遍
的
な
価
値
を
ま
ず
は
肯
定
的
に
自
己
評
価

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
学
習
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で

あ
っ
て
初
め
て
'
言
う
と
こ
ろ
の
「
学
習
者
主
体
」
の
学
習
指
導
が
、

ほ
ん
も
の
の
姿
を
現
し
て
い
く
。
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三
　
「
書
部
の
P
R
誌
」
を
目
指
す
る

B A B A B A

「
五
月
は
大
変
だ
っ
た
ね
。
」

「
何
が
。
」

「
六
人
も
Y
つ
つ
い
た
も
の
ね
。
」

「
あ
あ
ね
。
高
来
先
生
は
二
回
も
ね
。
」

「
で
も
今
は
役
に
立
っ
て
い
る
よ
ね
。
」

「
部
室
で
ね
。
」

内
田
京

子
先
生
は
l
 
、

「
閉
じ
た

社
会
」
で

の
「
開
い

た
表
現
」

例
を
、
上

「
閉
じ
た
表
現
」
と
し
て
、

の
よ
う
に

吉
部
の
町
以
外
の

「
開
い
た
社
会
」

人
に
伝
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
以
下
は
、

学
習
者
た
ち
の
考
え
た
「
閉
じ
た
表
現
」
で
あ
る
。

川
　
五
月
は
、
国
語
で
「
六
月
の
蝿
取
り
紙
」
を
学
習
し
て
、
本
物

の
蝿
取
り
紙
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
の
た
め
に
、
あ
る
人
が
、
学

l

校
に
も
っ
て
き
て
-
れ
て
、
テ
レ
ビ
の
下
に
付
け
て
L
s
た
と
こ
ろ
'

不
注
意
で
'
髪
の
毛
が
蝿
取
り
紙
に
-
つ
つ
い
て
し
ま
っ
て
'
高

来
先
生
は
、
二
回
も
蝿
取
り
紙
に
く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
、
学
習

が
お
わ
っ
て
へ
い
ま
は
、
女
子
の
部
室
に
ハ
チ
取
り
紙
と
し
て
ぶ

ら
さ
が
っ
て
い
ま
す
。

物
　
五
月
は
'
「
六
月
の
蝿
取
り
紙
」
の
勉
強
で
出
て
き
た
蝿
取
り

紙
が
プ
ラ
さ
が
っ
て
'
六
人
も
-
つ
つ
い
た
。
で
も
へ
六
人
の
中

で
高
来
先
生
だ
け
二
回
-
つ
つ
い
て
し
`
ま
っ
て
、
大
変
で
、
は
ま

は
、
バ
レ
ー
部
で
ハ
チ
た
い
じ
ゃ
く
で
'
が
ん
ば
っ
て
い
る
よ
う

t
で
す
。
A

川
　
私
た
ち
は
'
国
語
の
授
業
で
'
五
月
に
「
六
月
の
蝿
取
り
紙
」

と
い
う
勉
鼓
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
へ
-
そ
の
単
冗
の
イ
メ
ー
ジ
を

わ
か
せ
る
た
め
に
、
教
室
に
「
は
え
取
り
紙
」
を
ぶ
ら
さ
げ
ま
し

た
。
そ
う
し
た
ら
、
.
先
生
や
生
徒
が
'
そ
れ
に
く
っ
つ
い
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
高
来
先
生
は
'
二
回
も
く
っ
つ
い
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
い
ま
は
、
そ
の
授
業
も
終
わ
っ
た
の
で
'
女
子
の
バ

レ
ー
部
の
部
屋
に
ぶ
ら
さ
げ
て
あ
り
へ
と
て
も
役
に
た
っ
て
い
ま
す
。

川
　
去
月
は
'
国
語
の
勉
強
で
'
「
六
月
の
蝿
取
り
紙
」
を
勉
強
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
少
し
で
も
ふ
ん
い
き
が
出
る
よ
う
に
と
'
教

室
の
テ
レ
ビ
の
下
の
所
に
'
蝿
取
り
紙
を
ぶ
ら
さ
げ
て
い
る
と
、
・

次
々
に
人
が
'
蝿
取
り
紙
に
ぐ
つ
つ
・
3
て
い
き
ま
し
た
。
1
人
め
、

二
人
め
、
三
人
め
-
-
六
人
め
。
そ
の
う
ち
、
高
来
先
生
は
'
二

回
も
く
っ
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
へ
今
は
へ
バ
レ
ー
部
の

部
室
で
'
「
は
ち
取
り
紙
」
と
し
て
役
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
'
内
田
京
子
先
生
は
'
先
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
'

「
ピ
ー
ア
ー
ル
誌
」
に
よ
る
「
地
域
の
良
さ
や
自
分
自
身
の
再
認
識
」

を
通
し
て
'
「
閉
じ
た
社
会
」
の
「
閉
じ
た
表
現
」
で
紹
介
す
る
こ

と
の
必
要
性
を
'
実
践
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

受
け
て
、
r
私
は
へ
こ
の
六
月
一
八
日
(
火
)
の
五
校
時
に
も
次
の

指
導
計
画
の
下
に
へ
「
教
室
」
に
参
入
し
た
。
中
で
、
G
さ
ん
は
、

次
の
-
H
う
に
学
習
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
(
◎
印
は
'
G
さ
ん
の
表

現
。
◇
印
は
、
加
藤
の
指
導
の
こ
と
ば
。
)
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①
　
あ
な
た
は
、
吉
部
の
何
ま
た
は
ど
ん
な
こ
と
を
'
P
R
し
た
い

と
思
い
ま
す
か
。

凹
　
ま
ず
'
1
語
で
示
し
て
-
だ
さ
い
。
　
◎
　
村
芝
居
　
(
◇

昔
か
ら
'
あ
ん
な
で
受
け
継
い
で
き
た
お
芝
居
な
の
で
す
ね
。

ど
ん
を
ぉ
芝
居
か
な
?
笑
い
も
あ
る
の
か
な
」
そ
れ
と
も
哀
し

い
お
話
か
な
。
)

○
　
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
は
、
ど
ん
な
「
1
.
語
」
を
示
し
て
い
湧

.
す
か
。
◎
　
乳
ノ
木
　
か
-
り
病
舎
(
◇
　
隔
離
)
　
い
せ

き
　
(
◇
　
遺
跡
)
∴
◇
　
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
ね
。
あ
な

た
は
'
み
ん
な
知
っ
て
い
ま
し
た
か
。
)

f
i
　
そ
の
〓
語
」
を
使
っ
て
、
P
R
の
見
出
し
文
を
一
文
で
つ

-
つ
て
み
よ
う
。
　
◎
　
村
芝
居
に
は
'
笑
い
あ
り
涙
あ
り
の

感
動
い
っ
ぱ
い
が
あ
る
。
　
(
◇
　
な
る
ほ
ど
。
そ
れ
だ
け
に
、

練
習
も
大
変
で
し
ょ
う
ね
。
み
ん
な
で
受
け
継
ぐ
努
力
が
'
立

派
な
の
で
す
ね
。
)

桝
　
そ
れ
を
P
R
し
た
い
理
由
を
'
自
由
に
書
き
つ
・
,
つ
て
み
よ

う
。
　
◎
　
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
'
村
芝
居
は
う
け
つ
が
　
(
◇

受
け
継
が
)
れ
て
い
て
、
ど
の
-
ら
い
前
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の

か
を
し
り
た
い
か
ら
。
う
じ
　
(
◇
　
氏
)
神
様
を
ま
も
(
◇

守
)
る
た
め
に
村
芝
居
で
(
◇
　
を
)
ほ
う
よ
う
(
◇
　
奉
納

ほ
う
の
う
)
　
し
て
い
た
。
(
◇
　
昔
か
ら
'
人
々
は
'
自
分
た

ち
を
守
っ
て
-
だ
さ
る
神
様
に
'
お
芝
居
を
さ
も
あ
げ
て
、
お

礼
を
し
て
き
た
の
で
す
ね
。
)

仙
　
川
・
脚
・
川
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
の
だ
れ
か
に
批

評
し
て
も
ら
お
う
。

(
仲
間
の
批
評
)
こ
れ
は
へ
何
の
た
め
に
さ
れ
た
の
で
す
か
。

(
そ
う
で
す
ね
　
t
o
の
目
的
に
こ
め
ら
れ
た
気
持
ち
が
ず
っ
と

何
百
年
も
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
'
す
ば
ら
し
い
こ
と
な
の

で
す
ね
　
c
u
.
p
4
の
中
心
に
す
え
て
み
よ
う
。
)

②
　
右
の
記
録
を
踏
ま
え
て
'
加
藤
に
宛
て
た
手
紙
の
形
で
、
吉
部

の
P
R
文
を
書
い
て
み
よ
う
。
(
G
さ
ん
の
P
R
文
)

◎
　
今
日
の
吉
部
(
の
天
気
)
　
(
◇
　
括
弧
加
藤
。
)
　
は
う
　
と
て
も

変
な
天
気
で
す
。
私
た
ち
二
年
生
は
、
東
と
西
に
わ
か
れ
、
吉

部
の
P
R
誌
を
つ
-
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
村
芝
居

と
芋
煮
え
祭
(
◇
　
何
だ
か
お
い
し
そ
う
な
お
祭
で
す
ね
。
)

の
こ
と
に
つ
い
て
P
R
L
ま
す
。
も
う
、
何
十
年
も
前
か
ら
や

ら
れ
て
い
て
、
ま
え
は
、
大
1
座
と
し
て
芝
居
を
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
へ
氏
神
様
を
守
る
た
め
に
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

芋
煮
え
祭
は
、
七
三
三
年
前
か
ら
う
け
つ
が
れ
て
'
さ
と
芋
を

に
た
の
と
お
さ
け
を
だ
し
て
い
ま
す
。
(
◇
　
神
様
に
里
芋
と

お
酒
を
お
供
え
す
る
の
で
す
か
。
)
芋
は
か
わ
ら
な
い
　
(
形
が
)

ま
ま
う
け
つ
が
れ
て
る
そ
う
で
す
。
お
体
に
お
気
を
つ
け
て
-
0

(
◇
　
と
い
う
こ
と
は
、
鎌
倉
時
代
の
大
昔
か
ら
、
こ
れ
ら
旦

人
々
の
心
を
ず
っ
と
つ
な
い
で
き
た
の
で
す
ね
。
す
ば
ら
し
い

こ
と
で
す
ね
。
し
っ
か
り
P
R
し
て
-
だ
さ
い
。
)

③
　
G
さ
ん
へ
の
加
藤
の
返
信
(
四
〇
〇
字
原
稿
用
紙
1
枚
)

山
口
は
、
き
の
う
バ
ケ
ツ
潅
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
豪
雨
が

降
り
、
大
河
(
棋
野
川
・
ふ
し
の
が
わ
)
は
'
濁
流
が
さ
か
ま
い

83

腐bM̂
^̂
l̂̂
^̂
l̂
^̂
î̂
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て
い
ま
す
。
吉
部
は
、
い
か
が
で
す
か
?
/
_
ぜ
て
ハ
先
日
は
へ
.

吉
部
の
「
村
芝
居
」
の
こ
と
を
紹
介
し
て
-
だ
き
り
、
あ
り
が
と

ぅ
。
そ
ん
な
に
昔
か
ら
今
に
ま
で
続
-
に
つ
.
い
て
は
!
村
の
人
た

ち
の
た
い
へ
ん
な
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
_
今
も
∵
忙

し
い
仕
事
の
あ
い
間
を
縫
(
ぬ
)
　
っ
て
、
ど
ん
な
世
代
の
人
た
ち

が
、
ど
ん
な
練
習
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
で
し
守
っ
ね
。
刃
功
利

例
刻
u
封
が
、
浮
か
び
ま
す
ね
。
/
　
さ
ら
に
'
ど
ん
な
ス
ト
ー

リ
ー
の
お
芝
居
か
な
へ
と
ゆ
か
し
-
な
り
ま
す
。
昔
の
人
も
今
の

人
も
'
ど
う
し
て
そ
ん
な
ド
ラ
マ
づ
-
り
に
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め

が
'
　
前
に
'
V
:
?
l
甘
^
.
 
-
・
f
^
い
高
齢
、
礼
亡
i
-
v
-
5
た
め
目
前
の

影
が
埼
Y
な
っ
て
き
て
吉
部
歌
舞
伎
大
1
座
は
幕
を
閉
七
ま
L
L
苓

J
で
も
今
度
は
村
芝
居
皇
m
*
r
フ
名
前
で
ま
た
届
を
開
廿
ま
ん
滋
。
村

芝
居
は
な
に
も
か
も
本
格
的
で
衣
装
や
化
粧
は
ど
こ
か
ら
か
人
を

よ
ん
で
身
じ
た
-
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
な
ぜ
村
芝
居
を
す

る
か
知
っ
て
ま
す
か
。
そ
れ
は
'
長
い
歴
史
の
中
で
先
祖
代
々
矧

神
様
を
守
る
た
め
奉
納
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
/
　
こ
の
村
芝
居

は
t
.
約
2
カ
月
ぐ
ら
い
前
か
ら
練
習
が
は
じ
ま
っ
て
'
と
て
も
樹

い
に
な
る
の
か
な
。

き
っ
と
そ
こ
に
は
'
人
々
の
変
わ
ら
な
い
厩

ぱ
広
い
世
代
の
人
た
ち
が
'
吉
部
八
幡
宮
で
練
習
し
て
い
て
、
監

督
も
役
者
も
と
て
も
気
合
を
い
れ
て
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
芝
居

い
が
し
っ
加
斗
と
,
q
め
ら
れ
て
い
て
、
「
開
い
た
社
会
」
　
へ
の

「
閉
じ
た
表
現
」
が
磨
(
み
が
)
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
で
し
守
つ
。

「
p
R
誌
」
に
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
'
ぜ
ひ
込
め
て
く
だ
さ

い
ね
。
立
派
な
r
p
R
誌
」
が
で
き
あ
が
り
増
す
よ
う
に
。
/

梅
雨
が
明
け
た
&
'
3
夏
休
み
。
元
気
で
ど
う
ぞ
。

④
　
G
さ
ん
の
「
i
R
誌
」
の
原
稿

笑
い
あ
り
涙
潜
り
の
吉
部
の
村
芝
居

葺
㌫
5
S
J
汁
A
-
f
-
;
-
川
は
「
意
.
2
・
状
3
ほ
K
I
S
.
U
 
L
I
'
-
'
.
-
良

い
名
前
で
し
た
。
・
こ
れ
は
戦
後
の
荒
ん
だ
民
心
を
和
ら
げ
殺
風
景

な
農
村
に
潤
い
を
得
し
め
る
た
め
.
H
中
島
富
四
郎
を
座
長
と
し
名

代
役
者
二
十
数
名
か
ら
な
る
大
1
座
で
し
た
?
属
初
は
戦
後
の
民

心
安
定
、
農
村
娯
楽
の
た
め
だ
っ
l
た
け
ど
そ
の
円
熟
も
た
こ
と
が

高
-
評
価
さ
れ
'
吉
部
歌
舞
伎
大
一
座
の
名
が
大
き
く
ひ
ろ
ま
り

ま
し
た
が
へ
.
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
最
盛
期
が
続
き
ま
し
た

の
内
容
は
題
の
と
お
り
笑
っ
た
り
、
泣
い
た
り
、
感
動
し
た
り
と

い
う
と
っ
て
も
す
て
き
な
内
容
で
わ
た
し
よ
り
小
さ
い
人
格
す
ご

く
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
村
芝
居
の
役
者
が
1
生
懸
命
に
な
る
の
は
、

84

き
っ
と
自
分
も
み
ん
な
も
た
の
し
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

(
加
藤
注
。
-
完
成
稿
は
、
B
4
版
新
聞
形
式
で
」
「
村
芝
居
の
歴

史
」
「
村
芝
居
の
復
活
」
「
役
者
紹
介
」
「
村
芝
居
の
説
明
」
_
「
ち
ょ
っ

と
つ
廿
く
わ
え
・
ま
と
め
」
に
分
け
て
、
編
集
さ
れ
た
。
)

こ
の
よ
う
に
、
.
一
G
さ
ん
は
'
「
閉
ぶ
た
社
会
」
七
さ
れ
る
吉
部
の

町
に
、
「
村
芝
居
」
と
い
う
ゆ
か
し
い
文
化
遺
産
が
、
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
事
実
に
'
/
注
目
し
た
。
そ
こ
に
は
、
「
認
識
主
体
」
t

と
し
て
の
G
さ
ん
の
踏
ま
え
ど
こ
ろ
が
、
.
r
笑
い
あ
り
涙
あ
り
の
感

動
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
表
現
に
溢
れ
出
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
「
認

識
」
を
さ
ら
に
深
め
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
と
「
閉
じ
た
表
現
」



を
磨
-
こ
と
1
を
へ
　
こ
_
の
学
習
指
導
の
過
程
で
'
何
と
か
統
合
し
ょ

う
と
試
み
た
。
G
さ
ん
は
、
応
え
て
、
「
村
芝
居
」
の
歴
史
を
克
明

に
調
査
す
る
中
で
'
私
の
指
摘
し
た
「
和
」
と
「
願
い
」
七
に
も
言

及
し
て
、
豊
か
な
「
閉
じ
た
表
現
」
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。

論
説
文
教
材
に
う
い
て
は
'
従
来
'
[
形
式
」
か
「
内
容
」
か
が
、

問
わ
れ
て
き
た
。
・
こ
の
間
題
は
、
学
習
者
の
立
場
か
ら
相
対
化
し
な

け
れ
ば
'
解
決
し
な
い
。
筆
者
の
「
形
式
」
に
お
け
る
「
工
夫
」
か

.
ら
入
っ
て
r
そ
の
主
張
と
.
し
て
ノ
の
「
内
容
」
に
説
得
さ
れ
て
T
)
ま
う

ゼ
け
で
は
'
「
学
習
者
主
体
」
の
「
個
性
や
問
題
」
を
「
対
象
化
」

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
学
習
者
が
心
底
そ
れ
を
納
得
す
る
か
、

あ
る
い
は
、
批
判
的
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
か
に
よ
り
、
初
め
て
、

さ
き
の
「
評
価
読
み
」
旦
成
立
す
る
。
教
材
「
r
開
い
た
社
会
j

に
向
け
て
」
は
」
吉
部
中
学
生
に
と
っ
て
も
、
深
い
と
こ
ろ
で
そ
の

よ
う
な
接
点
を
要
求
し
て
い
る
。

四
　
単
元
凌
展
開
す
る

学
習
者
た
カ
は
、
筆
者
言
う
と
こ
ろ
.
の
「
閉
じ
た
社
会
」
で
'
ど

の
よ
う
に
豊
か
な
言
語
文
化
に
育
ま
れ
て
'
・
そ
の
言
語
生
活
を
営
ん

で
い
る
の
か
。
そ
の
視
点
に
立
て
ば
、
筆
者
言
う
と
こ
ろ
の
「
開
い

た
表
現
」
は
、
「
開
い
た
社
会
」
の
「
閉
じ
た
表
現
」
に
、
擦
り
寄

る
こ
音
で
き
せ
く
な
る
。
吉
部
中
学
生
た
ち
の
「
豪
現
」
の
そ
こ

こ
ゝ
に
華
を
切
個
性
や
問
題
意
識
か
ら
の
「
評
価
読
み
」
が
・
 
I
-
切

実
滋
求
め
A
P
^
V
い
る
。
単
元
に
お
け
る
学
習
指
導
は
、
こ
の
切
実

な
要
求
に
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
・
吉
部
中
学
生
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
実
現
す

る
道
筋
を
、
次
の
よ
う
な
単
元
の
展
開
に
展
望
す
る
。

①
　
類
似
の
発
想
に
基
づ
く
「
説
得
」
に
触
れ
る
!

(
教
材
A
V
　
沈
黙
の
世
界
　
加
藤
秀
俊
.
(
教
育
出
版
　
国
語

②
　
新
版
)

○
　
白
本
文
化
が
沈
黙
艦
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
.
の
原
因

・
を
へ
U
　
黙
々
と
働
-
こ
と
の
美
徳
　
脚
　
以
心
伝
心
の
実
績

川
　
I
j
j
世
の
た
め
の
処
世
術
　
に
見
二
見
「
無
意
味
な
会
話
」

の
習
慣
の
雇
着
を
願
う
。
(
結
末
。
加
藤
要
約
。
)

川
　
焦
点
の
1
語
　
-
　
◎
　
沈
黙

㈹
_
「
理
解
」
を
確
か
め
る
た
め
の
中
心
発
間
　
-
　
◎
　
筆

者
は
'
「
無
意
味
な
る
会
話
」
に
ど
ん
な
価
値
せ
認
初
て
い

る
か
。

川
　
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
　
-
　
◎

「
無
意
味
」
・
「
沈
黙
」
の
二
語
を
使
っ
て
、
-
筆
者
の
主
題

を
二
〇
〇
字
以
内
で
要
約
し
な
さ
い
。

軸
　
自
ら
の
認
識
を
「
創
造
」
:
す
る
た
渦
の
「
表
現
」
活
動

1
1
◎
　
「
閉
じ
た
社
会
」
　
の
「
開
い
た
表
現
」
　
に
つ
い

て
新
た
に
考
え
始
め
た
こ
と
を
二
〇
〇
字
以
内
で
説
明
T
・
)

な
さ
い
。

②
　
「
納
得
」
に
向
け
て
視
点
を
変
え
る
。

(
教
材
B
V
　
日
本
語
と
国
際
交
流
　
宮
地
裕
　
(
光
村
図
書

国
語
　
②
)
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○
　
い
い
付
き
合
い
は
自
然
な
付
き
合
い
セ
あ
る
。
日
本
人
ど
う

L
と
同
じ
こ
と
だ
。
た
だ
、
外
国
人
と
の
で
は
、
互
い
に
伝
統

や
習
慣
の
違
い
の
大
き
い
こ
と
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
互
い
に

通
じ
合
う
と
こ
ろ
を
求
め
る
努
力
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。

(
結
末
近
く
。
原
文
の
ま
1
)

川
　
焦
点
の
義
和
・
I
◎
　
通
い
合
い

脚
　
「
理
解
」
を
確
か
め
る
た
め
の
中
心
発
間
　
-
　
◎
　
筆

者
が
挙
げ
る
三
つ
の
例
の
う
ち
最
も
注
目
し
た
も
の
に
つ
い

て
へ
.
自
由
に
感
想
を
述
べ
な
さ
い
。

榊
　
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
　
-
　
◎

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
例
を
1
つ
挙
げ
て
'
二
〇
〇
字
以
内
で

説
明
を
加
え
な
さ
い
。

」

仙
　
自
ら
の
認
識
を
創
造
す
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
　
-

◎
　
「
閉
じ
た
社
会
」
の
「
開
い
た
表
現
」
に
つ
い
て
の
先

の
説
明
に
唱
己
批
評
を
加
え
な
さ
い
。

③
　
「
評
価
読
み
」
　
へ
の
視
点
を
誘
う
。
　
-
　
「
深
め
る
」
　
-

(
教
材
c
V
　
方
言
と
共
通
語
　
大
橋
勝
男
.
.
(
学
校
図
書
　
国

蝣

?

~

i

)

○
　
現
在
、
我
が
国
で
は
、
一
般
に
、
「
内
言
葉
」
と
し
て
は
方

言
を
(
_
「
よ
そ
言
葉
」
と
し
て
は
共
通
語
を
へ
と
使
い
分
け
て

い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
生
活
用
の
言
葉
を
、
そ
の

世
界
に
合
わ
せ
て
よ
-
生
か
し
た
こ
と
に
な
り
、
日
本
語
の

言
語
生
活
は
、
幅
の
あ
る
豊
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
わ

た
し
た
ち
は
t
　
よ
り
よ
い
言
語
生
活
を
目
指
し
て
'
方
言
も

共
通
語
も
共
に
、
1
層
充
実
・
洗
練
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

(
結
末
。
原
文
の
ま
1
。
)

の
　
焦
点
の
1
壷
的
I
◎
　
「
内
々
言
葉
」

脚
　
「
理
解
」
を
確
か
め
る
た
め
の
中
心
発
間
　
-
　
◎

「
内
言
葉
」
・
・
「
地
方
共
通
語
」
・
「
共
通
語
」
・
「
標

準
語
」
を
、
説
明
し
分
け
な
さ
い
。

川
　
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
　
-
　
◎

地
域
の
お
年
寄
り
の
会
話
の
中
の
一
文
を
性
格
に
記
述
し
て
、

そ
の
特
色
に
つ
い
て
の
気
づ
き
を
二
〇
〇
字
以
内
に
ま
と
め

て
み
よ
う
。

紬
　
自
ら
の
認
識
を
「
創
造
」
す
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動

-
　
◎
-
「
開
い
た
表
現
」
と
「
閉
じ
た
表
現
」
　
に
つ
い

て
'
新
た
に
考
え
始
め
た
こ
と
を
、
自
由
に
つ
↑
つ
て
み

SUES

④
　
「
評
価
読
み
」
の
視
点
　
-
　
「
深
め
る
」
　
-

(
教
材
D
V
　
天
声
人
語
　
7
九
九
六
・
七
・
五
　
(
金
)

○
　
犬
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
以
前
か
ら
あ
る
。
そ
の
際
へ
　
こ
ち
ら

の
食
文
化
は
高
級
で
'
あ
ち
ら
の
食
文
化
は
劣
る
t
　
と
い
っ
た

姿
勢
だ
け
は
控
え
た
い
。
繰
り
返
せ
ば
'
人
間
は
世
界
の
各
地

で
'
い
ろ
い
ろ
な
物
を
口
に
し
て
い
る
。
(
結
末
。
原
文
の
ま
1
。

参
考
　
前
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
記
事
「
補
身
湯
(
ポ
シ
ン
タ
ン
・
)

論
議
)

川
　
焦
点
の
一
語
　
-
　
◎
　
食
文
化

脚
　
「
理
解
」
を
確
か
め
る
た
め
の
中
心
発
間
　
-
　
◎
　
プ
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リ
ジ
ッ
ド
・
バ
ル
ド
-
さ
ん
の
主
張
を
'
二
〇
〇
字
以
内
に

要
約
し
な
さ
い
。
.

脚
　
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
　
-
　
◎

プ
リ
ジ
ッ
ド
・
バ
ル
ド
-
さ
ん
へ
の
反
論
を
、
二
〇
〇
字
以

内
で
述
べ
な
さ
い
。

帥
　
自
ら
の
認
識
を
「
創
造
」
す
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
I

-
◎
　
「
韓
国
の
学
者
」
と
「
保
護
団
体
」
と
の
主
張
の
違

い
に
つ
い
て
へ
考
え
を
二
〇
〇
字
以
内
に
ま
と
め
な
さ
い
。

⑤
,
「
評
価
読
み
」
と
「
表
現
」
と
の
統
合
を
支
援
す
る
。
　
-

「
創
る
」
　
　
-

(
教
材
E
V
　
湖
東
の
大
だ
こ
　
熊
谷
栄
三
郎
　
(
教
育
出
版
国

語
　
②
　
新
版
)

○
　
す
な
わ
ち
、
古
い
伝
統
に
新
し
い
創
造
を
つ
け
加
え
て
い
-

制
作
の
方
法
、
そ
こ
に
湖
東
の
大
だ
こ
の
隆
盛
を
支
え
て
い
る

秘
密
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
結
末
。
原
文
の
ま
1
。
)

川
　
焦
点
の
一
語
　
-
　
◎
　
し
た
た
か
な

㈹
　
「
理
解
」
を
確
か
め
る
た
め
の
中
心
発
間
　
-
　
◎
　
筆

者
が
「
大
だ
こ
」
制
作
を
「
し
た
た
か
な
地
方
文
化
」
と
言

う
理
由
を
、
二
つ
挙
げ
な
さ
い
。

脚
　
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動
I
◎

「
湖
東
の
大
だ
こ
揚
げ
」
の
人
気
の
秘
密
の
し
-
み
を
、
図

示
し
な
さ
い
。

糾
　
自
ら
の
認
識
を
「
創
造
」
す
る
た
め
の
「
表
現
」
活
動

-
　
◎
-
各
自
の
「
吉
瓢
の
P
R
」
を
'
グ
ル
ー
プ
の
中

で
相
互
批
評
し
な
さ
い
。

以
上
へ
五
教
材
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
教
材
を
単
元

の
さ
ら
な
る
展
開
の
中
で
相
対
化
す
る
筋
道
を
示
し
た
。
教
材

「
r
開
い
た
社
会
j
に
向
け
て
」
は
'
こ
の
よ
う
な
場
を
得
て
'
初

め
て
先
の
卓
論
の
指
し
示
す
学
習
成
果
を
あ
げ
る
可
能
性
を
生
む
。

お
わ
り
に
　
-
　
今
後
の
課
題
　
-

吉
部
中
学
校
二
年
生
1
四
名
は
、
論
説
文
教
材
「
r
開
い
た
社
会
A

に
向
け
て
」
の
説
得
に
'
ど
の
よ
う
な
納
得
ぶ
り
を
へ
そ
の
「
理
解
」

と
「
表
現
」
と
の
統
合
の
成
果
に
示
し
た
か
。
「
は
じ
め
に
」
で
学

ん
だ
構
造
に
即
し
て
'
こ
う
省
み
る
。

①
　
筆
者
の
「
テ
ー
マ
」
「
題
材
」
「
工
夫
」
「
文
体
」
は
'
学
習
者

と
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
っ
た
の
か
。

②
　
学
習
者
「
自
体
の
認
識
」
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
の
か
。

③
　
「
読
ま
せ
方
の
工
夫
」
に
は
、
ど
ん
な
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
っ
.

た
の
か
。

④
　
学
習
者
に
と
っ
て
の
「
読
む
目
的
・
必
要
」
は
、
ど
こ
に
あ
る

の
か
。

以
上
、
学
習
者
に
学
び
つ
1
、
そ
の
価
値
学
習
が
「
深
め
る
」
か

ら
「
創
る
」
　
へ
と
展
開
す
る
た
め
の
学
習
指
導
の
内
容
と
方
法
と
の

可
能
性
に
つ
い
て
吟
味
し
た
。
諸
賢
の
ご
批
正
を
願
い
上
げ
る
。

二
九
九
六
・
1
〇
・
1
0
記
)
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