
『
羅
生
門
』・
『
山
月
記
』・
『
こ
こ
ろ
』・
『
舞
姫
』
等
の
、
定
番
教
材
と
呼

ば
れ
る
作
品
は
、
ど
う
し
て
も
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
教
材
と
し
て
、
そ
し

て
十
分
に
時
間
を
か
け
て
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
教
材
と
し
て
存
在
感
を
示
し

て
い
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
読
み
を
対
象
化
し
て
捉
え
て
い
く
た
め
に

も
、
作
品
の
面
白
さ
や
読
み
解
く
自
己
を
確
認
で
き
る
適
切
な
掌
編
教
材
に

よ
る
短
時
間
の
読
解
は
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
読
し
て
読
み
取

り
や
す
い
印
象
の
あ
る
作
品
に
対
し
て
、
学
習
者
に
よ
る
解
釈
の
交
流
作
業
を

中
心
に
据
え
た
授
業
で
、
ど
の
よ
う
な
読
み
の
広
が
り
を
求
め
得
る
の
か
と
い

う
興
味
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
新
教
材
の
村
上
春
樹
『
青
が
消
え
る
』

を
扱
っ
た
。

１
　
教
材
と
し
て
の
『
青
が
消
え
る
』

村
上
春
樹
『
青
が
消
え
る
』
は
、
平
成
二
十
年
度
用
教
科
書
の
明
治
書
院

『
新
精
選
国
語
総
合
』
収
録
の
新
教
材
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
。

僕
が
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
て
い
る
と
き
に
、
青
が
消
え
た
。
か
つ
て
青

だ
っ
た
部
分
は
白
に
と
っ
て
換
わ
ら
れ
、
喧
嘩
別
れ
し
た
ガ
ー
ル
フ
レ

ン
ド
と
の
写
真
の
中
の
青
い
海
も
白
い
広
野
に
な
っ
て
い
た
。
僕
は
ど

う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
１
９
９
９
年
の

大
晦
日
の
夜
の
こ
と
で
、
世
界
中
の
人
間
は
み
ん
な
ど
こ
か
の
パ
ー
テ

ィ
に
で
か
け
て
い
た
。
僕
は
、
２
０
０
０
年
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

何
が
変
わ
る
と
い
う
の
だ
と
思
い
、
家
で
シ
ャ
ツ
に
ア
イ
ロ
ン
を
か
け

て
い
た
の
だ
。
僕
は
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
に
電
話
を
か
け
て
み
る

が
、
彼
女
は
青
が
消
え
た
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
い
い
の
だ
っ
た
。
僕
は

外
に
出
た
。
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
の
地
下
鉄
の
駅
員
に
青
の
こ
と
を
聞
く

と
、
自
分
は
た
だ
の
駅
員
で
あ
り
、
政
治
の
こ
と
は
聞
か
な
い
で
ほ
し

い
と
答
え
た
。
次
に
僕
は
内
閣
総
理
府
広
報
室
に
電
話
を
か
け
、
総
理

大
臣
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
呼
び
出
し
た
。
総
理
大
臣
の

声
は
、
か
た
ち
の
あ
る
も
の
は
必
ず
な
く
な
る
、
そ
れ
が
歴
史
な
の

だ
、
何
か
ひ
と
つ
な
く
な
っ
た
ら
新
し
い
も
の
を
作
れ
ば
い
い
、
そ
れ

が
経
済
な
の
だ
と
答
え
た
。
僕
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
ま
ま
通
り
を
歩
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い
た
。
十
二
時
に
な
り
、
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
っ
た
が
、
誰
も
消

え
た
青
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
青
が
な
い
ん
だ
、

と
僕
は
小
さ
な
声
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
僕
が
好
き
な
色
だ
っ

た
の
だ
。（
太
字
体
の
箇
所
は
原
文
の
表
記
に
従
っ
た
）

『
青
が
消
え
る
』
の
初
出
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
ル
・
モ
ン
ド
」
紙
（
一
九
九
二

年
）
で
あ
り
、
我
が
国
で
は
『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
９
０
〜
２
０
０
０
①

短
編
集
Ⅰ
』（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
、
講
談
社
）
で
初
め
て
読
者
の
目
に
触
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
同
書
の
著
者
自
身
に
よ
る
「
解
題
」（
三
〇

四
〜
三
〇
五
頁
）
を
部
分
的
に
引
用
し
、
成
立
事
情
を
確
認
し
て
お
く
。

・
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
大
晦
日
を
舞
台
に
し
た
短
編
小
説
を
書
い
て
欲
し
い

と
い
う
依
頼
を
受
け
た
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

・
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
向
け
て
（
と
い
う
）
テ
ー
マ
も
な
か
な
か
面
白
か
っ

た
し
、
短
い
も
の
だ
っ
た
し
、
仕
事
の
合
間
で
ち
ょ
う
ど
時
間
が
空

い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、「
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
気

に
な
っ
て
引
き
受
け
た

右
に
あ
る
よ
う
に
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
は
解
釈
の
上
で
意

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。ま
た
、明
治
書
院
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
平
成
二
十

年
高
校
内
容
解
説
資
料
」
で
は
「
ね
ら
い
」
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
。

「
虚
構
作
品
と
し
て
小
説
の
基
本
的
な
特
質
を
つ
か
み
、
表
現
に
即

し
て
作
品
を
味
わ
い
、
人
間
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
ま
し
た
。」

「
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
迎
え
る
夜
、
自
分
の
大
好
き
な
「
青
」
が

消
え
た
。
で
も
誰
も
気
に
し
て
く
れ
な
い
…
。
大
都
会
の
中
で
生
き
る

現
代
の
青
年
の
不
安
と
孤
独
を
描
い
た
作
品
で
す
。」（
傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
）

こ
の
「
ね
ら
い
」
で
は
登
場
人
物
の
読
解
を
通
し
て
の
人
間
把
握
が
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
習
者
に
は
「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
隠
喩
の
解
釈
の
み

に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る
人
間
に
関
す
る
読
み
深
め
を
行
わ
せ

た
い
と
考
え
る
。
人
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
が
明
確
に
書
き
分
け
ら
れ

て
い
る
点
に
注
目
で
き
れ
ば
、
隠
喩
の
解
釈
と
人
間
把
握
と
を
繋
げ
る
読
み
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
い
く
つ
か
の
視
点
で
「
僕
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
行
っ
て
お
く
。

○
「
僕
」
を
大
切
な
も
の
を
喪
失
し
た
、
世
界
に
な
じ
め
な
い
者
と
す
る
視
点

背
景
に
あ
る
の
は
大
切
な
も
の
を
守
る
行
為
自
体
が
失
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、

「
僕
」
は
大
切
な
何
か
を
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
し
い
時
代
は
情
緒
を
排
除

す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う
大
き
な
変
化
の
時
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
こ
に
意
味
を
見
い
だ
せ
る
。「
僕
」
は
変
化
を
受
容
す
る
世
界
に
な
じ

め
な
い
者
で
あ
る
。
一
方
、
青
が
失
わ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
世
界
で
し
か
生
き

て
い
け
な
い
人
々
も
い
る
。「
僕
」
に
は
青
を
失
っ
た
虚
し
さ
や
取
り
残
さ
れ

た
感
覚
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
僕
」
の
不
安
や
孤
独
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
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○
「
僕
」
の
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
性
を
捉
え
る
視
点

「
僕
」
に
最
近
起
こ
っ
た
衝
撃
的
な
出
来
事
は
、
彼
女
と
の
別
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
切
な
も
の
の
喪
失
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
た
め
に
青
が
見
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
僕
」

個
人
の
喪
失
感
を
描
く
こ
と
で
、
他
者
と
繋
が
れ
な
い
「
僕
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
性
を
描
い
て
い
る
。

○
「
僕
」
を
強
い
意
志
の
あ
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
る
視
点

「
僕
」
は
自
分
の
価
値
観
で
も
の
を
考
え
て
い
る
。
駅
員
は
意
志
を
持
た
な

い
。
総
理
大
臣
は
社
会
シ
ス
テ
ム
や
経
済
を
優
先
す
る
存
在
で
あ
り
、
明
確
な

考
え
を
持
っ
て
い
そ
う
だ
が
、
意
志
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
ガ

ー
ル
フ
レ
ン
ド
た
ち
は
享
楽
的
な
存
在
で
あ
り
、
社
会
が
ど
う
な
ろ
う
と
関
知

し
な
い
。
こ
れ
ら
と
比
べ
る
と
「
僕
」
に
は
意
志
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
多
く

の
読
者
の
価
値
観
に
寄
り
添
う
存
在
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

○
「
僕
」
の
現
実
へ
の
目
覚
め
を
描
い
て
い
る
と
捉
え
る
視
点

「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
現
実
に
気
付
い
た
者
と
気
付
か
な
い
者
と
の
差
が

描
か
れ
て
い
る
。「
青
が
消
え
る
」
と
は
今
ま
で
作
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
、
秩

序
な
く
白
紙
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ス
テ
ム
的
な
も
の
が
知

ら
ず
の
う
ち
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
気
付
か
な
い
が

「
僕
」
は
気
付
い
て
し
ま
っ
た
。
現
実
の
世
界
を
見
つ
め
始
め
る
「
僕
」
の
現

実
へ
の
目
覚
め
の
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
消
え
る
現
実
に
気
付
か
な
い
人
々

は
喪
失
に
つ
い
て
の
物
語
を
想
定
で
き
な
い
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
青
の
消
失
を

価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
し
か
意
味
づ
け
ら
れ
な
い
。
駅
員
は
喪
失
の
物
語
に

気
付
い
て
い
る
よ
う
だ
が
何
も
し
て
い
な
い
点
で
「
僕
」
と
は
異
な
る
。
世
界

の
変
化
に
気
付
い
た
「
僕
」
は
こ
れ
か
ら
何
を
す
る
の
か
。
気
付
い
た
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
結
果
を
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
二
通
り
に
考
え
ら
れ
る
。
気

付
い
た
「
僕
」
は
最
後
に
前
向
き
に
行
動
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
政
治
や
社
会
の
問
題
に
気
付
き
重
大
だ
と
捉
え
る
こ
と
と
、
そ
う
で
も
な

い
と
捉
え
る
こ
と
に
は
か
な
り
差
が
あ
る
。
末
尾
の
太
字
体
の
文
字
は
「
小
さ

な
声
」
で
あ
る
も
の
の
強
さ
も
感
じ
さ
せ
る
。
小
さ
な
声
な
が
ら
「
僕
」
は
何

か
を
訴
え
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
何
も
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
こ

こ
に
は
あ
る
。

な
お
、「
青
が
消
え
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
が
、
変
化
す
る
青

の
意
味
と
し
て
多
様
な
も
の
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
お
祭
り
騒
ぎ
の
中
で
失

わ
れ
た
大
切
な
も
の
、
青
に
類
す
る
も
の
、
政
治
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
想
定
が
可
能
で
あ
り
、「
青
」
の
意
味
す
る
も
の
を
寓
意
性

の
高
い
も
の
と
し
て
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
自
由
に

解
釈
で
き
る
部
分
と
、
必
ず
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
が
同
居
し
て
い
る

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
私
は
、
学
習
者
に
自
己
の
内

部
で
テ
ク
ス
ト
と
対
話
さ
せ
る
た
め
に
、
Ｗ
・
イ
ー
ザ
ー
の
受
容
理
論
（『
行

為
と
し
て
の
読
書
　
美
的
作
用
の
理
論
』
轡
田
收
訳
、
一
九
八
二
年
三
月
、
岩

波
書
店
）
の
長
所
を
踏
襲
し
た
上
で
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
と
言
葉
と
の
結
合
可

能
性
に
目
を
向
け
、
そ
こ
に
生
じ
る
〈
空
所
〉
を
補
填
す
る
こ
と
で
読
み
進
め

る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
条
件
付
き
の
自
由
な
読
み
を
試
み
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

『
青
が
消
え
る
』
は
、
一
読
し
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
疑
問
を
発
見
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し
や
す
い
教
材
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
疑
問
に
こ
だ

わ
っ
て
し
ま
う
と
部
分
の
解
釈
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
学
習
者

は
、
で
き
る
だ
け
す
べ
て
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
し
な
が
ら
全
体
的
な
読
み
を

目
指
し
、
自
由
な
読
み
を
試
せ
る
部
分
で
個
人
的
な
発
想
を
ぶ
つ
け
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
い
っ
た
読
み
を
要
求
す
る
点
に
こ
の
作
品
の
教
材
価
値
を
見
い
だ

せ
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
学
習
者
に
推
論
的
な
解
釈
を
行
わ
せ
る
過
程
で
、
是
非
と
も
触
れ

さ
せ
た
い
点
を
挙
げ
て
お
く
。

・
青
の
意
味
す
る
も
の

・
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
意
味
す
る
も
の

・
政
治
や
経
済
な
ど
の
語
の
意
味
す
る
も
の

・
登
場
人
物
た
ち
（
そ
の
存
在
や
行
為
）
の
意
味
す
る
も
の

・
小
説
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の

授
業
で
は
隠
喩
の
解
釈
に
留
ま
っ
た
も
の
や
部
分
的
な
解
釈
に
対
し
て
、
教

授
者
側
か
ら
の
補
助
線
を
施
す
こ
と
と
し
、
学
習
者
の
解
釈
の
読
み
合
わ
せ
の

場
で
、
そ
の
解
釈
に
加
え
た
い
要
素
を
そ
れ
と
な
く
指
摘
し
な
が
ら
読
み
進
め

た
。
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
に
十
分
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
上
で
自
由

に
読
み
深
め
ら
れ
た
解
釈
を
学
習
者
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

２
『
青
が
消
え
る
』
に
よ
る
授
業
実
践

（
１
）
授
業
の
方
法
と
目
的

学
習
者
に
解
釈
及
び
感
想
を
複
数
回
記
述
さ
せ
、
そ
れ
を
交
流
さ
せ
る
こ
と

で
読
み
を
深
め
さ
せ
る
方
法
を
採
る
。
複
数
回
記
述
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
と
の
対
話
、
他
者
（
他
の
学
習
者
及
び
教
授
者
）
と
の
対
話
、
読
み
の
過

程
で
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
の
対
話
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
２
）
授
業
展
開

広
島
市
立
基
町
高
等
学
校
二
〇
〇
七
年
度
一
年
生
の
一
ク
ラ
ス
（
四
十
名
）

を
対
象
に
全
五
時
間
の
授
業
を
行
っ
た
。
授
業
展
開
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
時
　
全
文
通
読
し
、
第
一
次
記
述
（
疑
問
と
そ
れ
を
解
く
手
が
か

り
）
を
書
か
せ
、
全
員
に
口
頭
発
表
さ
せ
る
。

第
二
時
　
第
一
次
記
述
の
プ
リ
ン
ト
で
疑
問
点
を
確
認
す
る
（
推
論
解

釈
を
必
要
と
す
る
疑
問
を
ク
ラ
ス
で
共
有
す
る
）。
そ
の
上
で

第
二
次
記
述
（
作
品
の
解
釈
）
を
書
か
せ
る
。

第
三
時
　
第
二
次
記
述
の
プ
リ
ン
ト
を
読
み
合
わ
せ
る
。

第
四
時
　
第
三
次
記
述
（
先
行
解
釈
に
対
す
る
解
釈
の
記
述
・
読
み
の

自
己
評
価
）
を
書
か
せ
る
。

第
五
時
　
第
三
次
記
述
の
プ
リ
ン
ト
を
読
み
合
わ
せ
、
ま
と
め
る
。

な
お
、
今
回
の
授
業
は
、
夏
季
休
業
前
に
投
げ
入
れ
教
材
と
し
て
扱
っ
た
関
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係
上
、
実
際
に
は
第
五
時
を
分
割
し
て
扱
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
夏
季
補
習

授
業
で
ク
ラ
ス
の
生
徒
全
員
が
集
ま
っ
た
際
に
プ
リ
ン
ト
を
配
付
し
、
前
も
っ

て
読
ん
で
お
く
よ
う
に
伝
え
、
次
時
の
補
習
授
業
の
一
部
を
用
い
て
ま
と
め
る

形
を
取
っ
た
。

（
３
）
作
品
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
部
分
の
設
定

授
業
で
は
、
ま
ず
作
者
の
説
明
と
全
文
通
読
を
行
い
、
語
句
の
確
認
作
業
の

後
、
初
発
の
疑
問
と
そ
れ
を
解
く
手
が
か
り
を
学
習
者
に
記
さ
せ
た
。
記
述
し

た
も
の
を
す
ぐ
に
口
頭
発
表
さ
せ
、
教
室
全
体
で
作
品
に
向
か
う
雰
囲
気
を
作

っ
た
（
以
上
、
第
一
時
）。
続
い
て
、
学
習
者
の
記
述
全
文
を
、
第
二
次
記
述

用
の
観
点
と
し
て
分
類
し
直
し
、
教
授
者
に
よ
る
補
助
的
な
視
点
を
加
え
、
作

品
解
釈
の
た
め
の
指
標
を
作
成
し
、
学
習
者
に
示
し
た
（
以
上
、
第
二
時
前

半
）。次

に
分
類
指
標
と
、
分
類
の
元
に
な
っ
た
学
習
者
に
よ
る
疑
問
の
反
応
数
を

挙
げ
る
。
紙
数
の
関
係
上
、
記
述
そ
の
も
の
は
示
し
て
い
な
い
。
反
応
数
の
合
計

は
、
一
人
の
学
習
者
が
二
つ
以
上
の
疑
問
を
記
し
た
場
合
が
あ
る
の
で
四
十
名

を
超
え
て
い
る
。
な
お
、
反
応
数
を
０
名
と
記
し
た
分
類
指
標
は
教
授
者
が
設

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
※
印
の
部
分
で
分
類
の
方
針
に
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。

１
　
作
品
の
表
現
に
関
す
る
疑
問
（
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
等
で
解
釈
可

能
な
も
の
）

●
①
　
表
現
に
関
す
る
疑
問
（
０
名
）

●
②
　
内
容
に
関
す
る
疑
問
（
０
名
）

２
　
作
品
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
部
分
に
つ
い
て
の
疑
問
（〈
空
所
〉
の

推
論
解
釈
を
要
求
す
る
も
の
）

●
①
「
人
物
」
へ
の
印
象
と
し
て
の
疑
問

○
１
「
僕
（
岡
田
さ
ん
）」
に
つ
い
て
（
２
名
）

（
※
人
物
の
印
象
に
留
ま
っ
た
疑
問
を
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
）

○
２
「
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
た
ち
に
つ
い
て
（
０
名
）

○
３
「
駅
員
」
に
つ
い
て
（
０
名
）

○
４
「
総
理
大
臣
の
声
」
に
つ
い
て
（
０
名
）

●
②
「
状
況
」
や
「
時
代
背
景
」
に
関
す
る
疑
問

○
１
　
青
が
消
え
る
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
（
10
名
）

○
２
　
青
が
白
に
変
わ
る
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
（
６
名
）

（
※
環
境
に
関
連
さ
せ
た
疑
問
は
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
）

○
３
　
設
定
さ
れ
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
（
２
名
）

（
※
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
つ
い
て
の
疑
問
は
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
）

○
４
　
そ
の
他
の
こ
と
に
つ
い
て
（
１
名
）

●
③
「
出
来
事
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
細
部
描
写
）」
に
関
す
る
疑
問

○
１
　
文
化
的
な
も
の
に
つ
い
て
（
３
名
）

○
２
　
そ
の
他
の
細
部
描
写
に
つ
い
て
（
０
名
）

●
④
「
展
開
（
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
そ
の
前
後
の
過
程
）」
に
関
す
る

疑
問（

※
人
物
と
青
と
を
関
連
さ
せ
た
疑
問
を
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
）

○
１
「
僕
（
岡
田
さ
ん
）」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
９
名
）

○
２

「
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
た
ち
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て

（
17
名
）
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○
３
「
駅
員
」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
５
名
）

○
４
「
総
理
大
臣
の
声
」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
２
名
）

○
５
　
青
及
び
白
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
（
12
名
）

○
６
　
小
説
の
そ
の
後
に
つ
い
て
（
２
名
）

（
※
今
後
の
「
僕
」
や
「
青
」
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
疑
問
な
ど
）

●
⑤
「
語
り
方
（
語
り
の
方
法
）」
に
関
す
る
疑
問

○
１
　
語
り
方
に
注
目
し
た
も
の
（
３
名
）

（
※
小
説
家
の
設
定
の
仕
方
な
ど
へ
の
疑
問
を
こ
こ
に
分
類
し

て
い
る
）

○
２
　
小
説
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
も
の
（
１
名
）

前
時
に
口
頭
発
表
を
行
っ
た
疑
問
と
そ
れ
を
解
く
手
が
か
り
の
す
べ
て
を
、

右
の
枠
組
み
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
つ
め
直
す
過
程
で
、
解
釈

の
向
か
う
べ
き
方
向
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
右
の
疑
問
の
中
で
最
も

考
え
た
い
項
目
に
つ
い
て
選
択
し
た
上
で
作
品
の
解
釈
（
第
二
次
記
述
）
を
記

さ
せ
た
（
以
上
、
第
二
時
後
半
）。

そ
し
て
、
第
二
次
記
述
の
読
み
合
わ
せ
を
行
い
（
以
上
、
第
三
時
）、
先
行

解
釈
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、
共
感
や
自
説
及
び
他
説
の
精
緻
化
、
反
論
等
の

反
応
と
自
分
の
読
み
の
評
価
（
第
三
時
記
述
）
を
記
さ
せ
た
（
以
上
、
第
四

時
）。

（
４
）
学
習
者
に
よ
る
解
釈
と
対
話
的
交
流
の
実
際

ま
ず
、
第
二
次
記
述
で
得
ら
れ
た
解
釈
に
つ
い
て
、
前
述
の
疑
問
の
枠
組
み

に
対
応
さ
せ
て
学
習
者
の
解
釈
を
ま
と
め
た
も
の
と
そ
の
反
応
数
を
挙
げ
る
。

３
　
作
品
に
つ
い
て
の
解
釈

●
①
　
印
象
批
評
的
な
も
の
や
疑
問
を
継
続
さ
せ
て
い
る
も
の
（
０
名
）

●
②
「
状
況
」
に
関
す
る
解
釈

○
１
　
青
が
消
え
る
と
い
う
現
象
に
つ
い
て

・
「
僕
」
が
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
無
関
心
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
気
づ
い
た

（
２
名
）

●
③
「
出
来
事
」
に
関
す
る
解
釈

○
１
　
こ
と
ば
の
細
部
か
ら
の
連
想
（
１
名
）

●
④
「
展
開
」
に
関
す
る
解
釈

○
１
「
僕
（
岡
田
さ
ん
）」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て

・
青
は
僕
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
（
４
名
）

・
青
は
僕
に
と
っ
て
の
過
去
で
あ
る
（
２
名
）

・
青
は
僕
の
孤
独
で
は
な
い
時
の
状
態
を
表
し
て
い
る
（
１
名
）

・
青
は
僕
の
孤
独
な
気
持
ち
で
あ
る
（
１
名
）

・
青
は
僕
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
で
あ
る
（
７
名
）

○
２
「
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
た
ち
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て

・
周
り
の
人
た
ち
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
１
名
）

○
３
「
駅
員
」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
０
名
）

○
４
「
総
理
大
臣
の
声
」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て
（
０
名
）

○
５
　
青
及
び
白
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て

・
青
は
人
の
心
の
余
裕
で
あ
る
（
１
名
）

・
青
は
環
境
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
（
６
名
）

・
青
は
歴
史
で
あ
る
（
１
名
）
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○
６
　
小
説
の
そ
の
後
に
つ
い
て
（
０
名
）

●
⑤
「
語
り
方
（
語
り
の
方
法
）」
に
関
す
る
解
釈

○
１
　
語
り
方
に
注
目
し
た
も
の
（
０
名
）

○
２
　
小
説
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
も
の

・
旧
時
代
の
文
化
が
消
え
る
こ
と
を
描
く
（
３
名
）

・
大
切
な
も
の
が
変
化
す
る
現
代
社
会
を
描
く
（
１
名
）

・
政
治
の
現
状
を
描
く
（
２
名
）

・
現
代
人
が
無
関
心
な
こ
と
、
気
付
か
な
い
こ
と
を
描
く
（
５
名
）

・
新
し
い
何
か
を
得
る
時
、
何
か
を
失
う
こ
と
を
描
く
（
２
名
）

右
の
分
類
は
学
習
者
の
反
応
を
端
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
授

業
で
は
学
習
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
を
プ
リ
ン
ト
し
、
読
み
合
わ

せ
の
対
象
と
し
た
。
こ
の
読
み
合
わ
せ
で
授
業
の
第
三
時
を
用
い
た
。

次
に
、
授
業
の
第
四
時
で
記
さ
せ
た
第
三
次
記
述
で
、
四
十
名
が
ど
の
先
行

解
釈
に
反
応
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
反
応
数
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
く
。

第
三
次
記
述
で
反
応
の
無
か
っ
た
分
類
指
標
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
。

４
　
先
行
解
釈
に
対
す
る
解
釈

●
①
　
印
象
批
評
的
な
も
の
や
疑
問
を
継
続
さ
せ
て
い
る
も
の
（
０
名
）

●
②
「
状
況
」
に
関
す
る
解
釈
（
０
名
）

●
③
「
出
来
事
」
に
関
す
る
解
釈
（
０
名
）

●
④
「
展
開
」
に
関
す
る
解
釈

○
１
「
僕
（
岡
田
さ
ん
）」
と
青
が
消
え
る
こ
と
に
つ
い
て

・
青
は
僕
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
（
３
名
）

・
青
は
僕
に
と
っ
て
の
過
去
で
あ
る
（
１
名
）

・
青
は
僕
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
で
あ
る
（
４
名
）

○
５
　
青
及
び
白
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て

・
青
は
人
の
心
の
余
裕
で
あ
る
（
１
名
）

・
青
は
環
境
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
（
４
名
）

●
⑤
「
語
り
方
（
語
り
の
方
法
）」
に
関
す
る
解
釈

○
２
　
小
説
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
も
の

・
旧
時
代
の
文
化
が
消
え
る
こ
と
を
描
く
（
７
名
）

・
大
切
な
も
の
が
変
化
す
る
現
代
社
会
を
描
く
（
４
名
）

・
政
治
の
現
状
を
描
く
（
３
名
）

※
政
治
を
扱
っ
た
先
行
解
釈
の
政
治
以
外
の
部
分
に
触
れ
た
も

の
（
３
名
）

・
現
代
人
が
無
関
心
な
こ
と
、
気
付
か
な
い
こ
と
を
描
く
（
８
名
）

・
新
し
い
何
か
を
得
る
時
、
何
か
を
失
う
こ
と
を
描
く
（
２
名
）

第
二
次
記
述
で
反
応
数
の
多
か
っ
た
分
類
指
標
に
、
第
三
次
記
述
に
お
い
て

も
反
応
が
集
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
ず
、
学
習
者
の
解
釈
に
は
変
動
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
次
記
述
の
対
象
と
な
っ
た
第
二
次
記
述
の
解
釈
の
分

析
が
大
切
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
学
習
者
に
よ
る
第
二
次
記
述
と

第
三
次
記
述
の
影
響
関
係
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
対
話
的
交
流
の
様
相
に

つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
（
こ
の
こ
と
を
授
業
の
第
五
時
で
扱
っ
た
）。

○
「
青
は
僕
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
の
ゆ
く
え

第
二
次
記
述
で
は
７
名
が
記
し
て
い
た
解
釈
で
あ
る
が
、
第
三
次
記
述
に
お
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い
て
こ
の
解
釈
に
反
応
し
た
の
は
４
名
で
あ
る
。
４
名
と
も
自
説
を
精
緻
化
し

て
お
り
、
一
度
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
限
定
的
で
あ
っ

て
も
改
め
に
く
い
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
第
三
次
記
述
で
は
、
先
行

解
釈
に
対
す
る
解
釈
と
同
時
に
「
読
み
の
自
己
評
価
」
も
記
さ
せ
た
。
前
述
の

４
名
の
う
ち
の
１
名
は
、
自
己
評
価
と
し
て
「
青
＝
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
と
い

う
解
釈
だ
け
で
は
読
み
が
広
が
ら
な
い
と
い
う
読
み
の
限
界
に
つ
い
て
言
及
し

て
お
り
、
先
行
解
釈
へ
の
修
正
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
青
＝
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
だ
け
に
注
目
し
て
読
み
解
く
の
は
限
定
的
な
解

釈
で
あ
り
、『
青
が
消
え
る
』
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
に
十
分
に
触
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
う
い
っ
た
先
行
解
釈
が
後
発
の
修
正
解
釈
に
よ
っ

て
対
象
化
さ
れ
た
時
に
、
教
室
全
体
の
読
み
が
整
理
さ
れ
て
い
く
と
考
え
る
。

○
「
青
は
環
境
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
の
ゆ
く
え

環
境
問
題
は
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
り
、
学
習
者
に
と
っ
て
連
想
し
や
す
い

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
第
二
次
解
釈
で
は
６
名
が
こ
の
観
点
で
解
釈
を
行
っ

て
い
た
。
第
三
次
記
述
で
は
「
青
が
消
え
る
＝
環
境
問
題
」
と
い
う
解
釈
に
影

響
を
受
け
た
学
習
者
３
名
が
、
第
二
次
記
述
時
点
で
環
境
問
題
に
少
し
も
触
れ

て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
環
境
問
題
を
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
捉

え
、
先
行
す
る
他
説
の
精
緻
化
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
１
名
は
第
二
次
記

述
に
引
き
続
き
第
三
次
記
述
で
環
境
問
題
に
触
れ
た
学
習
者
で
あ
り
、「
読
み

の
自
己
評
価
」
の
部
分
で
環
境
問
題
と
は
別
の
観
点
で
読
み
進
め
る
こ
と
の
可

能
性
に
言
及
し
て
い
た
。
教
授
者
は
こ
の
よ
う
な
一
編
の
存
在
に
よ
っ
て
環
境

問
題
と
い
う
解
釈
の
持
つ
限
定
的
な
面
に
つ
い
て
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

○
第
三
次
記
述
で
最
も
反
応
を
集
め
た
第
二
次
記
述
の
解
釈

こ
こ
で
第
三
次
記
述
で
７
名
と
い
う
最
も
多
く
の
反
応
を
集
め
た
第
二
次
記

述
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
『
青
が
消
え
る
』
の
〈
空
所
〉
に
対
し
て
網

羅
的
か
つ
妥
当
な
形
で
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
旧
時
代
の
文
化
が
消
え

る
こ
と
へ
の
警
鐘
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
し
て
い
る
。
第
三
次
記
述
で
は
、

こ
の
先
行
解
釈
に
対
し
て
、
十
分
に
読
め
て
い
る
点
で
賞
賛
や
共
感
の
反
応
を

示
し
た
り
、
よ
り
十
分
な
も
の
と
す
る
た
め
に
解
釈
の
追
加
を
行
っ
て
い
く
様

子
が
見
ら
れ
た
。
反
応
の
対
象
と
な
っ
た
第
二
次
記
述
の
全
文
を
挙
げ
る
。

【
分
類
番
号
　
３
・
●
⑤
・
○
２
・
０
１
】

青
は
、
過
去
の
人
間
が
作
り
上
げ
て
き
た
物
、
文
化
と
い
っ
た
も
の

だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
白
は
、
青
を
壊
し
た
後
の
「
無
」
と
い
う
始
ま

り
を
示
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
総
理
大
臣
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
言
う

よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
節
目
で
、
人
間
の
歴
史
の
変
化
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

現
実
に
置
き
換
え
る
と
、
変
化
の
後
に
は
、
消
え
る
物
が
あ
っ
て
、

作
ら
れ
る
物
が
あ
る
。
そ
ん
な
変
化
を
気
に
留
め
ず
、
作
ら
れ
る
物
を

た
だ
喜
ん
で
受
け
取
る
人
々
を
示
す
の
が
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
達
。
そ
の

変
化
に
疑
問
を
感
じ
て
は
い
る
が
自
ら
動
こ
う
と
し
な
い
人
々
を
示
す

の
が
駅
員
。
変
化
に
対
し
て
肯
定
的
な
人
々
を
示
す
の
が
総
理
大
臣
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
。
そ
し
て
、
僕
は
そ
の
変
化
に
疑
問
を
感
じ
る
人
々

を
示
し
て
い
る
。
作
者
は
、
僕
を
通
し
て
、
次
々
と
起
こ
っ
て
い
る
変

化
の
行
き
過
ぎ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
消
え
て
ゆ
く

も
の
を
消
え
た
ま
ま
に
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
訴
え
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た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
今
現
在
進
行
形
で
変
化
が
起
き
て
い

る
の
で
、
題
名
も
『
青
が
消
え
る
』
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と

思
う
。

勿
論
、
十
分
な
解
釈
と
い
っ
て
も
、
太
字
体
で
記
さ
れ
た
最
後
の
「
僕
」
の

言
葉
を
ど
う
読
み
取
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
教
授
者
と

し
て
は
、
第
二
次
記
述
の
読
み
合
わ
せ
の
段
階
で
、
次
回
の
解
釈
で
補
っ
て
み

て
欲
し
い
こ
と
と
し
て
こ
の
問
題
を
付
け
加
え
て
お
い
た
。

で
は
、
こ
の
解
釈
に
反
応
し
た
第
三
次
記
述
を
二
編
挙
げ
て
お
く
。

【
分
類
番
号
　
４
・
●
⑤
・
○
２
・
０
２
】

こ
の
解
釈
を
読
ん
で
、
登
場
人
物
た
ち
が
現
実
の
人
々
に
置
き
換
え

ら
れ
る
こ
と
に
共
感
し
た
。
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
は
、
た
だ
物
語
の

中
で
の
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
で
の
人
々
の
思
想
を
大
き

く
四
つ
に
分
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
と
解
釈
し
た
。
自
分
の
読
み

で
は
単
純
に
物
語
と
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
う
い
っ
た
「
現

実
へ
の
置
き
換
え
」
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
小
説
は
「
僕
」
視
点
、

言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
変
化
に
疑
問
を
感
じ
る
人
々
」
視
点
で
書
か
れ

て
い
る
た
め
、
よ
り
「
新
し
い
物
を
得
る
時
、
何
か
を
失
っ
て
い
る
」

こ
と
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
他
三
つ
の
思
想

を
持
つ
人
が
お
り
、
そ
う
い
う
人
達
が
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
ら
、
ど
う

解
釈
す
る
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

こ
の
学
習
者
は
、「
人
々
の
思
想
を
大
き
く
四
つ
に
分
け
」
た
点
に
注
目
し

て
い
た
。
他
の
共
感
的
反
応
も
こ
の
点
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
登
場
人

物
の
分
析
を
し
、
そ
の
差
異
を
読
も
う
と
す
る
こ
と
の
意
義
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。
た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
読
み
の
方
法
の
確
認
が
た
だ
読
み
巧
者
を
作

り
出
す
こ
と
の
方
向
付
け
と
し
て
働
き
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
学

習
者
の
よ
う
に
自
己
の
読
み
を
対
象
化
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
解

釈
が
自
分
自
身
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
行
為
と
な
る
こ
と
を
、
教
授
者
と
し
て

は
教
室
全
体
へ
伝
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
分
類
番
号
　
４
・
●
⑤
・
○
２
・
０
６
】

と
て
も
納
得
の
い
く
文
章
だ
と
思
っ
た
。
登
場
す
る
人
た
ち
一
人
一

人
に
意
味
と
役
割
が
あ
っ
て
、
現
代
人
を
象
徴
し
て
い
る
。「
青
」
が

「
文
化
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
、
こ
の
人
々
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て
妥

当
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
物
を
通
し
て
解
釈
し
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
よ
り
説
得
力
が
増
し
て
い

る
。
こ
の
文
章
を
引
き
継
い
で
書
こ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
僕

の
ラ
ス
ト
の
言
葉
は
、「
青
」
が
消
え
る
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
人
に
告
げ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
世
間
へ
の
絶
望
を

こ
め
た
台
詞
の
よ
う
に
思
え
た
。
僕
も
あ
き
ら
め
た
の
だ
と
思
う
。

こ
の
解
釈
は
先
行
す
る
他
説
へ
の
共
感
に
加
え
、
他
説
へ
の
追
加
を
行
っ
て

お
り
、
前
述
の
教
授
者
に
よ
る
解
釈
要
求
に
対
し
て
第
二
次
記
述
者
本
人
に
代

わ
っ
て
応
え
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
十
分
な
反
応
と
言
え
る
の
だ

が
、
更
に
「
僕
」
の
負
の
部
分
に
触
れ
て
い
る
こ
と
で
、
教
授
者
は
今
後
の

「
僕
」
に
前
向
き
に
変
化
す
る
可
能
性
が
な
い
の
か
ど
う
か
疑
問
を
投
げ
か
け
、
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作
品
の
読
み
終
わ
り
は
ま
だ
先
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
二
編
を
含
む
七
編
の
第
三
次
記
述
は
総
じ
て
「
読
み
の
自
己
評
価
」
が

謙
虚
な
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
も
自
分
の
読
み
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い

た
。
十
分
に
考
え
を
巡
ら
せ
た
先
行
解
釈
に
対
す
る
誠
実
な
反
応
は
、
教
室
全

体
の
読
み
を
形
成
し
て
い
く
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

○
「
大
切
な
も
の
が
変
化
す
る
現
代
社
会
を
描
く
」
と
い
う
解
釈
の
ゆ
く
え

大
切
な
も
の
が
変
化
す
る
現
代
社
会
を
描
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
行
っ
た

第
二
次
記
述
は
、
第
三
次
記
述
で
４
名
の
反
応
を
集
め
た
。
こ
の
記
述
の
特
徴

は
、
青
の
意
味
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
社
会
、
登
場
人
物
、
記
述
し
て
い
る
「
筆

者
」
と
い
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
要
素
の
す
べ
て
に
対
し
て
言
及
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
態
度
は
、
前
出
の
全
文
を
引
用
し
た
第
二
次
記
述
に
お
い

て
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
方
位
的
な
視
点
か
ら
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る

印
象
が
、
他
の
学
習
者
が
選
ん
で
反
応
し
た
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

こ
の
第
二
次
記
述
で
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
は
変
化
す
る
時
代
の
こ
と
で
、
そ
の

中
で
自
分
の
大
切
な
も
の
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
描
い
て
お
り
、「
筆
者
」
は
大

切
な
も
の
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
変
化
へ
の
不
安
と
疑
問
を
抱
い
て
い
る
、
と

い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
第
三
次
記
述
に
は
、
共
感
を
述

べ
な
が
ら
自
説
を
変
更
し
（
こ
の
学
習
者
は
第
二
次
記
述
で
環
境
問
題
に
触
れ

て
い
た
）、
更
に
「
僕
も
し
か
た
な
く
変
化
を
認
め
る
」
と
い
う
解
釈
を
追
加

し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
網
羅
的
な
解
釈
を
受
け
て
、
自
説
変
更
の
後
に
小
説
の

そ
の
後
を
想
像
し
て
お
り
、
解
釈
が
大
き
く
変
化
し
た
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
解
釈
が
整
理
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
教
室
で
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

○
「
現
代
人
の
無
関
心
を
描
く
」
と
い
う
テ
ー
マ
的
な
も
の
の
解
釈
の
ゆ
く
え

第
二
次
記
述
で
、
現
代
人
の
無
関
心
や
変
化
に
疑
問
を
持
た
な
い
こ
と
に
触

れ
た
４
名
の
解
釈
に
、
第
三
次
記
述
で
計
８
名
の
学
習
者
が
反
応
し
て
い
た
。

第
二
次
記
述
の
一
編
は
、「
時
代
が
変
わ
る
中
で
変
わ
っ
て
い
く
も
の
は
た

く
さ
ん
あ
る
」
が
、「
現
代
の
人
た
ち
は
、
そ
の
次
々
と
移
り
変
わ
る
時
代
に

慣
れ
て
し
ま
」
い
、「
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
疑
問
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
」
こ
と
を
「
作
者
は
私
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
」
と
記
し
て
お
り
、
テ
ー

マ
的
な
も
の
の
解
釈
を
行
い
、
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
触
れ
て
い
た
。
教
授
者

は
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
に
対
す
る
共
感
的
反
応
が
第
三
次
記
述
で
多
く
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
過
程
で
、
教
室
を
作
品
が
伝
え
る
も
の
の
把
握
の
場

へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
解
釈
の
よ
う
な
ま
と
め
段
階
で
用
い

る
こ
と
の
で
き
る
反
応
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
あ
る
読
み

残
さ
れ
た
部
分
を
教
授
者
は
引
き
続
き
刺
激
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
対
話
的
交
流
を
通
じ
て
、
教
室
に
多
様
な
が
ら
も
整
理
さ
れ
た
解
釈

が
作
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
教
授
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

か
つ
て
の
文
化
の
よ
う
な
大
切
な
も
の
が
、
新
時
代
の
到
来
と
と
も

に
失
わ
れ
て
し
ま
う
現
代
社
会
で
、
多
く
の
現
代
人
が
無
関
心
で
そ
の

変
化
に
気
付
か
な
い
の
に
対
し
て
、
変
化
に
気
付
い
た
「
僕
」
の
思
い

を
描
い
て
い
る
。
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右
の
よ
う
な
読
み
を
学
習
者
が
作
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
教
授
者
側
か
ら
示

し
、
続
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。「
青
が
消
え
る
」
こ
と
に
つ
い

て
は
更
に
様
々
な
も
の
が
解
釈
と
し
て
補
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
解
釈
の
提
示
に
よ
っ
て
、
作
品
か
ら
の
声
が
限
定
的
に
し
か
響
か
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

紙
数
の
関
係
で
、
学
習
者
に
よ
る
記
述
を
十
分
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

実
際
の
授
業
で
は
全
五
時
間
で
行
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
の
読
み
の

深
ま
り
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
は
教
材
が
内
容
を
読
み
取
り
や
す
い
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
隠
喩
の
解
釈
を
要
求
し
続
け
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
教

室
で
良
い
方
向
に
作
用
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

『
青
が
消
え
る
』
が
多
様
な
読
み
を
許
容
す
る
点
で
対
話
的
交
流
の
授
業
に

と
っ
て
有
効
な
教
材
で
あ
り
、
学
習
者
が
作
品
内
の
〈
空
所
〉
補
填
を
行
う
こ

と
で
条
件
付
き
の
自
由
な
読
み
が
充
実
し
て
い
く
教
材
で
あ
る
こ
と
が
、
授
業

を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
。
少
な
い
授
業
数
で
は
あ
っ
た
が
、
疑
問
の
設
定
・
解

釈
の
た
め
の
分
類
指
標
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
反
応
を
も
と
に
十
分

に
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。「
読
み
の
自
己
評
価
」
に
よ
っ
て
自
己
を
検

証
す
る
場
を
設
け
た
が
、
そ
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
と
、
定
番
教
材
と
同
等
の

深
ま
り
を
持
っ
た
読
み
を
行
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
青
が
消
え

る
』
は
一
読
し
て
読
み
取
り
や
す
い
雰
囲
気
を
持
ち
、
疑
問
点
に
十
分
に
応
え

て
い
く
こ
と
で
解
釈
が
深
ま
っ
て
い
く
点
で
、
学
習
者
の
読
み
を
部
分
的
な
も

の
か
ら
全
体
的
な
も
の
へ
と
向
か
わ
せ
や
す
い
教
材
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

定
番
教
材
の
問
題
で
あ
る
が
、
実
際
に
高
等
学
校
で
文
学
教
材
を
扱
え
る
時

間
は
限
ら
れ
て
お
り
、
定
番
中
心
の
授
業
に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
扱
い
や
す
さ
の
点
で
読
み
が
袋
小
路
化
し
て
い
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
あ

る
。
こ
う
し
た
現
状
の
中
で
短
時
間
で
完
結
さ
せ
ら
れ
、
解
釈
を
深
め
る
こ
と

の
で
き
る
『
青
が
消
え
る
』
の
よ
う
な
作
品
に
は
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
短
編
作
品
に
お
け
る
読
み
と
、
村
上
春
樹
の
長
編
作
品
の
読
み

と
の
味
わ
い
や
深
み
の
差
に
つ
い
て
も
一
考
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
ぜ
、
教
材
と
し
て
『
青
が
消
え
る
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ

『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
な
ど
の
代
表
作
と
呼
ば
れ
る
作
品
で
は
い
け
な
い
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
観
点
で
も
『
青
が
消
え
る
』
の
教
材
価
値
を
問
い

続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
新
教
材
で
な
い
と
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
学
習
者
と
ど
う
繋
げ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
青

が
消
え
る
』
は
対
話
的
交
流
の
授
業
に
お
い
て
良
い
効
果
に
繋
が
る
短
編
で
あ

り
、
定
番
教
材
の
読
み
を
対
象
化
す
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
と
考
え
る
が
、

更
に
検
証
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
広
島
市
立
基
町
高
等
学
校
）
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