
１
　
授
業
の
目
的

　『
舞
姫
』
は
、
文
学
研
究
で
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
多
様
な
論
点
と
解

釈
を
も
た
ら
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
教
科
書
で
は
定
番
教
材
と
さ
れ
、

多
く
の
高
校
生
が
解
釈
を
重
ね
て
い
る
。

　
文
学
研
究
で
は
、
作
品
論
そ
の
も
の
よ
り
も
作
家
論
的
作
品
論
が
研
究
の
中

心
に
あ
り
、
鷗
外
自
身
の
執
筆
動
機
や
方
法
を
追
い
か
け
る
こ
と
で
主
題
に
迫

ろ
う
と
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
研
究
の
観
点
と
し
て
は
、
テ
ク
ス
ト
改

稿
を
切
り
口
に
し
た
も
の
、
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
鷗
外

の
実
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
、
太
田
豊
太
郎
と
鷗
外
を
結
び
つ
け
た
も
の
、

豊
太
郎
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
追
究
す
る
こ
と
で
鷗
外
の
造
形
意
識
を
探
っ
た
も
の
、

説
話
論
的
原
型
を
求
め
た
り
、
比
較
文
学
的
観
点
や
構
造
論
を
導
入
し
た
も
の

な
ど
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
研 

よ
る
と
初

期
の
文
学
研
究
か
ら
作
家
論
的
作
品
論
に
偏
っ
た
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

近
年
の
論 

お
い
て
も
研
究
の
方
向
性
は
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

究
史
に

（
注
１
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文
集
に

（
注
２
）

れ
る
。
こ
の
論
文
集
か
ら
作
品
の
主
題
に
関
す
る
基
本
的
な
見
方
を
引
い
て
お

く
。

　
坂
井
健
氏
は
「
作
家
鷗
外
に
つ
い
て
の
情
報
を
排
除
」
し
た
「
作
品
自
体
の

主
題
」
に
つ
い
て
、『
舞
姫
』
を
「『
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
敗
北
』
の
物
語
」

と
し
た
上
で
、「
相
沢
謙
吉
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
日
本
の
社
会
的
通
念
に
敗
北

し
、
エ
リ
ス
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
主
人
公
を
描
い
た
物
語
」
と
捉
え
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て 

当
時
の
社
会
的
通
念
に
重
心
を
お
い
て
読
む
な
ら
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
、

立
身
出
世
主
義
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
社
会
的
通
念
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
主
人
公
の
敗
北
に
重
心
を
置
い
て
読
む
な
ら
、
主
人
公
の
「
弱
き

心
」
に
対
す
る
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
は
、
さ
ら
に
「
弱
き
心
」

の
た
め
に
エ
リ
ス
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
の
悔
恨
に
つ
な
が
る
。
そ

し
て
、
こ
の
悔
恨
は
、
そ
の
よ
う
な
主
人
公
に
選
択
を
強
い
た
社
会
通
念
へ

の
批
判
へ
と
向
か
う
、
と
い
う
わ
け
で
、
一
見
、
別
方
向
に
向
か
う
よ
う
に

見
え
る
主
題
は
、
実
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

い
る
。

（
注
３
）
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坂
井
氏
は
こ
の
主
題
を
前
提
と
し
、
作
家
論
的
事
実
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が

ら
鷗
外
の
執
筆
動
機
に
迫
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
教
室
の
学
習
者
に
と
っ
て

は
、
読
む
こ
と
の
過
程
で
「
社
会
的
通
念
」
と
「
主
人
公
の
敗
北
」
の
双
方
に

配
慮
し
な
が
ら
作
品
論
的
主
題
に
接
近
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
課
題
と
な
る
。

本
稿
で
は
対
話
的
交
流
を
目
指
す
授
業
の
方
法
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
を
確
認
す

る
と
共
に
、
対
話
的
交
流
の
過
程
で
文
学
研
究
で
達
成
さ
れ
て
い
る
作
家
論
的

事
実
も
視
野
に
入
れ
た
作
品
解
釈
に
学
習
者
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
そ
の
可
能
性
を
検
証
し
て
み
た
い
。

２
　
作
品
に
つ
い
て
─
─
語
り
手
の
背
景
に
あ
る
状
況
へ

の
注
目

　『
舞
姫
』
は
、
語
り
手
と
し
て
の
太
田
豊
太
郎
が
独
逸
滞
在
中
の
過
去
の
自
分

を
回
想
的
に
語
る
と
い
う
形
式
の
作
品
で
あ
る
。
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
は

留
学
中
の
出
来
事
を
経
験
し
終
え
た
存
在
で
あ
り
、
過
去
の
行
為
を
評
価
的
に

語
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
読
者
で
あ

る
わ
れ
わ
れ
は
、
語
り
の
過
程
で
何
度
も
記
述
時
点
の
豊
太
郎
の
視
線
が
差
し

挟
ま
れ
る
た
め
に
、
こ
の
作
品
が
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
に
よ
っ
て
対
象
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
常
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　『
舞
姫
』
が
回
想
的
な
語
り
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
教
室
の
学
習
者

に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
の
セ
イ
ゴ
ン
の
港
に
お
け

る
語
り
手
の
姿
が
作
品
の
末
尾
で
再
び
描
写
さ
れ
る
と
い
う
点
一
つ
を
と
っ
て

み
て
も
、
そ
の
構
造
を
容
易
に
把
握
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
に

よ
る
過
去
実
践
で
は
、
学
習
者
に
読
解
授
業
後
の
作
品
解
釈
を
記
述
さ
せ
た
場

合
、
彼
ら
は
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
留
学
中
の
豊
太
郎
に
の
み
注
目
し
、

そ
の
弱
性
を
倫
理
的
な
面
か
ら
否
定
す
る
印
象
批
評
的
な
も
の
を
記
す
こ
と
が

多
か 

こ
れ
は
留
学
中
の
事
件
そ
の
も
の
に
物
語
内
容
上
の
牽
引
力
が
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
学
研
究
で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
家
論
的
作

品
論
に
容
易
に
は
接
近
し
得
な
い
学
習
者
ゆ
え
の
純
粋
な
見
方
で
あ
り
、
こ
れ

も
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
学
習
者
に
「
社
会
的
通
念
」
と

「
主
人
公
の
敗
北
」
の
双
方
に
留
意
し
た
上
で
の
重
層
的
な
作
品
解
釈
を
行
わ
せ

る
た
め
に
も
、
主
人
公
の
も
う
一
つ
の
姿
で
あ
る
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
へ

の
注
目
を
促
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
語
り
手
が
回
想
的
に
語
る
と
い
う
物

語
構
造
を
、
学
習
者
が
意
識
し
続
け
ら
れ
る
授
業
方
法
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
山
元
隆
春
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

「
舞
姫
」
の
読
者
は
、〈
語
り
手
〉
の
語
り
に
導
か
れ
て
、
物
語
状
況
を
映
し

出
す
存
在
と
し
て
の
豊
太
郎
の
言
動
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
重
要
な
の
は
む
し
ろ
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
〈
語
り

手
〉
の
語
り
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
体
の
喚
起
力
で
あ
る
。（
中
略
）

「
舞
姫
」
の
授
業
を
能
動
的
に
し
て
い
く
た
め
に
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
い
の

は
、
こ
の
〈
手
記
〉
の
形
態
を
と
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
発
話
行
為
と
し
て
の
役

割
に
、
学
習
者
の
意
識
を
向
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
行
為
に
学
習
者
を
接
近
さ

せ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
語
る
行
為
と
語
ら
れ
る
内
容
と
を
分
け

て
捉
え
な
が
ら
、
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
の
置
か
れ
た
立
場
を
明
確
に
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。『
舞
姫
』
冒
頭
で
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
は
「
日
記

っ
た
。

（
注
４
）

い
る
。

（
注
５
）
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の
成
ら
ぬ
縁
故
」
か
ら
記
述
を
始
め
る
。
冒
頭
部
分
で
扱
わ
れ
て
い
る
対
象
は

帰
国
中
の
豊
太
郎
で
あ
り
、
記
述
時
に
最
も
近
い
過
去
の
豊
太
郎
で
あ
る
。

此
恨
は
初
め
一
抹
の
雲
の
如
く
我
心
を
掠
め
て
、
瑞
西
の
山
色
を
も
見
せ
ず
、

伊
太
利
の
古
蹟
に
も
心
を
留
め
さ
せ
ず
、
中
頃
は
世
を
厭
ひ
、
身
を
は
か
な

み
て
、
腸
日
ご
と
に
九
廻
す
と
も
い
ふ
べ
き
惨
痛
を
わ
れ
に
負
は
せ
、
今
は

心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
点
の
翳
と
の
み
な
り
た
れ
ど
、
文
読
む
ご
と

に
、
物
見
る
ご
と
に
、
鏡
に
映
る
影
、
声
に
応
ず
る
響
の
如
く
、
限
な
き
懐

旧
の
情
を
喚
び
起
し
て
、
幾
度
と
な
く
我
心
を 

　
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
初
め
」「
中
頃
」「
今
」
と
い
う
段
階
を
伴
っ
た
意

識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
松
澤
和
広
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
人
知
ら
ぬ
恨
」

が
「『
今
は
心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
点
の
翳
』
に
ま
で
鎮
静
化
し
て
」
お

り
、「
手
記
執
筆
が
開
始
さ
れ
る
時
点
は
、『
恨
』
が
『
一
点
の
翳
』
に
凝
固
し

た
第
三
段
階
に
属
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
松
澤
氏
は
続
い
て
「
す
で
に

完
結
し
終
わ
っ
た
出
来
事
と
し
て
過
去
の
世
界
に
封
じ
込
め
て
し
ま
い
た
い
、

と
い
う
手
記
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
」
を
捉
え
、「
日
本
へ
帰
り
復
職
す
る
進
路
を
も

は
や
動
か
し
得
ぬ
現
実
と
見
倣
し
た
い
と
い
う
豊
太
郎
の
願
望
が
最
初
の
一
文

に
兆
し
て
い
る
」
と
述
べ
て 

「
復
職
す
る
進
路
」
を
動
か
し
難
い
と
見
る

か
ど
う
か
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ 

こ
の
部
分
で
重
要
な
の
は
、

語
り
手
で
あ
る
豊
太
郎
が
「
一
点
の
翳
」
と
し
て
「
恨
」
を
「
鎮
静
化
」
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
因
を
探
る
こ
と
が
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
の

今
後
の
行
動
を
解
釈
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
が
「
日
記
の
成
ら
ぬ
縁
故
」
を
語
る
過
程
で
言
及

苦
む
。

（
注
６
）

い
る
。

（
注
７
）

る
が
、

（
注
８
）

し
て
い
る
と
お
り
、
豊
太
郎
は
既
に
独
逸
で
「
ニ
ル
、
ア
ド
ミ
ラ
リ
イ
」
と
い

う
無
感
動
で
冷
淡
な
気
質
を
養
い
得
た
と
感
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
物
事
に
対
す

る
冷
静
さ
を
得
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
き
の
ふ
の
是
は
け
ふ
の
非
な
る

わ
が
瞬
間
の
感
触
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
そ
の
判
断
結
果
が
物
足
り
な
い
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
物
事
に
対
し
て
多
面
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
く
、
真
摯
な
態
度
で
是
非
の
判
断
を
下
そ
う
と
す
る

人
物
だ
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
豊
太
郎
自
身
の
幼
い
頃
か

ら
の
「
勉
強
力
」
や
「
独
逸
で
物
学
び
せ
し
間
」
に
培
っ
た
も
の
の
見
方
を

も
っ
て
し
て
も
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
恨
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

ほ
ど
の
「
恨
」
を
「
一
点
の
翳
」
と
し
て
対
象
化
さ
せ
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ

た
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
教
室
の
学
習
者
に
お
い
て
は
、
複
雑
な
思
い
を
記
す
語
り
手
の
豊
太
郎
、
そ

し
て
そ
の
豊
太
郎
を
造
形
し
て
作
品
の
物
語
内
容
を
伝
え
よ
う
と
し
た
鷗
外
、

両
者
の
背
景
に
あ
る
「
社
会
的
通
念
」
と
し
て
の
近
代
明
治
日
本
の
時
代
状
況

を
踏
ま
え
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
時
代

状
況
の
把
握
は
文
学
研
究
の
基
本
的
な
手
続
き
で
あ
り
、
教
室
の
授
業
で
は
文

学
史
的
話
題
を
紹
介
す
る
際
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
そ
の
も

の
か
ら
も
必
然
的
に
時
代
特
有
の
雰
囲
気
が
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
の
、
学
習
者
の

解
釈
が
『
舞
姫
』
の
強
い
物
語
内
容
（
回
想
さ
れ
た
留
学
中
の
豊
太
郎
に
属
す

る
事
件
）
に
引
っ
張
ら
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
、
時
代
状
況
に
つ
い
て
の
前

提
が
捨
て
置
か
れ
る
の
も
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に

留
意
し
な
が
ら
、
語
り
手
の
豊
太
郎
及
び
鷗
外
の
背
景
に
あ
る
同
時
代
と
し
て

の
近
代
明
治
日
本
の
状
況
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
る
解
釈
の
深
ま
り
に

つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
様
々
な
「
社
会
的
通
念
」
を
含
む

─　　─１５０



解
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
立
ち
上
が
っ
て
く
る
、
エ
リ
ス
を
捨
て
る
豊
太
郎
の

非
道
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
、
語
り
語
ら
れ
る
関
係
や
近
代
日
本
の
状
況
を
加

味
し
な
が
ら
読
み
解
い
て
い
く
学
習
者
の
姿
を
確
認
し
て
み
た
い
。

３
　
対
話
的
交
流
を
目
指
す
授
業
の
方
法
と
基
本
的
な
展
開

　
文
学
作
品
を
教
材
と
す
る
授
業
で
、
学
習
者
に
作
品
の
解
釈
等
を
複
数
回
記

述
さ
せ
、
学
習
者
間
で
交
流
さ
せ
る
こ
と
で
読
み
を
深
め
て
い
く
方
法
を
試
み

て
い
る
。
こ
の
授
業
は
、
学
習
者
の
対
話
の
対
象
で
あ
る
作
品
・
他
者
・
自
己

の
三
者
を
組
み
込
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
を
骨
子
と
し
て
行
わ

れ
、
具
体
的
に
は
、
学
習
者
の
作
品
解
釈
記
述
を
分
類
し
た
も
の
を
読
み
合
わ

せ
た
後
、
先
行
す
る
他
者
解
釈
に
対
す
る
二
次
解
釈
を
記
述
さ
せ
る
こ
と
で
進

め
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
で
読
み
の
対
話
的
交
流
を
は
か
り
、
個
人
内
の
読
み
の

改
変
と
い
っ
た
現
象
に
注
目
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

　
さ
て
、
筆
者
は
過
去
の
『
舞
姫
』
の
実
践
に
お
い
て
、
語
り
手
と
し
て
の
豊

太
郎
や
そ
の
背
景
に
あ
る
時
代
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な

仕
掛
け
を
施
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
冒
頭
部
分
で
回
想
の
物
語
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
と
共
に
、
語
り
手
の
存
在
に
気
付
か
せ
る
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
た

り
、
読
解
授
業
の
要
所
要
所
で
、
作
家
鷗
外
が
造
形
し
た
太
田
豊
太
郎
が
回
想

し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
語
り
手
の
豊
太
郎
の
意
識
が
前
景
化
す
る

部
分
で
は
学
習
者
に
必
ず
傍
線
を
施
さ
せ
る
と
い
っ
た
作
業
を
行
っ
て
き
た
。

近
代
的
自
我
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
と
共
に
、
明
治
青
年
の
あ
り
方
に
つ
い

て
も
そ
の
精
神
の
発
展
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
明
治
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
啓
蒙

書
の
話
題
を
盛
り
込
む
な
ど
し
て
言
及
し
て
き
た
。

　
ま
た
、
学
習
者
の
解
釈
記
述
を
分
類
・
提
示
す
る
枠
組
み
に
は
、
語
り
手
や

時
代
状
況
に
関
す
る
反
応
の
配
置
場
所
を
用
意
し
て
き
た
。
次
に
挙
げ
る
解
釈

枠
は
現
行
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
一
九
九
八
年
頃
か
ら
作

成
し
は
じ
め
、
現
在
の
形
に
整
え
た
の
は
二
〇
〇
八
年
度
実
践
か
ら
で
あ
る
。

《『
舞
姫
』
解
釈
記
述
分
類
の
た
め
の
解
釈
枠
》

●
①「
人
物
」
に
関
す
る
解
釈
（
人
物
の
性
格
等
の
分
析
）

　
○
１
　
豊
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
２
　
帰
国
中
の
豊
太
郎
（
語
り
手
）
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
３
　
エ
リ
ス
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
４
　
相
沢
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
５
　
そ
の
他
の
人
物
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
解
釈

●
②「
状
況
」
に
関
す
る
解
釈
（
時
代
状
況
等
の
分
析
）

　
○
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
２
　
留
学
中
の
豊
太
郎
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
３
　
エ
リ
ス
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
の
解
釈

●
③「
出
来
事
・
事
件
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）」
に
関
す
る
解
釈
（
細
部
描
写
等
）

　
○
１
　
過
去
の
豊
太
郎
の
細
部
描
写
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
２
　
留
学
中
の
豊
太
郎
の
細
部
描
写
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
３
　
エ
リ
ス
の
細
部
描
写
に
つ
い
て
の
解
釈

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

　
○
１
　
豊
太
郎
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
２
　
エ
リ
ス
に
つ
い
て
の
解
釈

　
○
３
　
相
沢
に
つ
い
て
の
解
釈
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○
４
　
登
場
人
物
の
今
後
や
上
乗
せ
物
語
的
展
開

●
⑤「
文
体
（
語
り
の
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
）」
に
関
す
る
解
釈

　
○
１
　
語
り
方
に
つ
い
て
の
解
釈
（
手
記
に
つ
い
て
）

　
○
２
　
作
品
が
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈

　
現
在
は
、
学
習
者
に
対
し
て
事
前
に
こ
の
解
釈
枠
を
示
し
、
解
釈
し
た
い
項

目
の
番
号
を
選
ん
で
記
述
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

　
一
九
九
〇
年
代
の
実
践
で
も
授
業
終
わ
り
に
感
想
を
書
か
せ
て
い
た
が
、
そ

こ
で
は
語
り
手
や
時
代
状
況
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
こ
と
も

あ
り
、
教
室
の
解
釈
が
留
学
中
の
豊
太
郎
の
否
定
や
そ
の
弱
性
を
責
め
る
も
の
、

相
沢
批
判
や
エ
リ
ス
へ
の
同
情
論
と
い
っ
た
解
釈
ば
か
り
に
支
配
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
。
記
述
さ
せ
た
感
想
の
読
み
合
わ
せ
の
最
終
段
階
で
教
授
者
側
か
ら
近

代
的
自
我
や
近
代
日
本
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
既
に
作
中

人
物
に
対
す
る
心
情
的
な
読
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
、
教
室
全
体
の
読

み
が
時
代
の
意
識
を
加
味
し
た
解
釈
へ
と
向
か
い
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
枠
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
学
習
者
は

い
く
ら
か
ス
ム
ー
ズ
に
作
品
解
釈
記
述
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ

る
。
学
習
者
に
第
１
記
述
に
対
す
る
第
２
記
述
を
記
さ
せ
た
上
で
、
読
み
合
わ

せ
に
よ
る
対
話
的
交
流
作
業
を
行
う
と
い
う
授
業
形
態
を
取
っ
た 

学
習

者
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
は
他
者
解
釈
の
影
響
を
受
け
て
厚
み
を
増
し
て
い
く
よ
う

で
あ
り
、
解
釈
に
向
か
う
雰
囲
気
は
活
性
化
し
て
い
っ
た
。
近
代
と
い
う
時
代

状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
さ
れ
た
作
品
解
釈
に
つ
い
て
は
、
第
２
記
述
に
お
け
る

反
応
数
も
多
く
、
教
室
の
読
み
そ
の
も
の
が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
度
の 

は
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ

場
合
、

（
注
９
）

実
践
で

（
注
　
）
１０

い
て
の
解
釈
〉
に
分
類
さ
れ
る
第
１
記
述
は
六
例
（
全
三
〇
例
の
う
ち
）
で

あ
っ
た
。
ま
た
〈
⑤
・
２
　
作
品
が
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
の
う
ち
、

近
代
日
本
の
あ
り
方
を
解
釈
の
鍵
に
し
て
い
る
解
釈
は
三
例
で
あ
っ
た
。
そ
の

他
の
記
述
に
お
い
て
も
「
明
治
の
精
神
」
や
「
時
代
」
と
い
っ
た
言
葉
を
交
え

て
記
し
て
い
る
も
の
が
複
数
あ
っ
た
。
読
解
過
程
で
の
近
代
日
本
の
視
点
提
示

及
び
解
釈
枠
の
活
用
に
よ
っ
て
、
学
習
者
は
豊
太
郎
の
独
逸
留
学
時
の
事
件
に

つ
い
て
の
倫
理
的
な
批
判
を
超
え
、「
社
会
的
通
念
」
と
「
主
人
公
の
敗
北
」
の

双
方
に
配
慮
し
な
が
ら
作
品
論
的
主
題
に
接
近
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
捉
え

て
み
た
い
。
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
解
釈
の
読
み
合
わ
せ
を
起
点
と
し
て
更
な

る
対
話
的
交
流
が
な
さ
れ
教
室
の
読
み
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
期
待
す
る
の

だ
が
、
一
方
で
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
と
近
代
日
本
に
つ
い
て
論
じ
合
う
よ

う
な
交
流
が
教
室
全
体
で
も
っ
と
深
ま
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
も
す

る
。
二
〇
一
〇
年
度
実
践
の
第
１
・
第
２
記
述
は
十
分
な
解
釈
で
あ
り
教
室
の

読
み
を
牽
引
し
て
い
っ
た
が
、
語
り
手
豊
太
郎
の
背
景
に
あ
る
近
代
日
本
に
更

に
迫
る
こ
と
で
解
釈
の
深
ま
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
試
み
に

近
代
日
本
の
こ
と
を
論
じ
た
評
論
教
材
を
『
舞
姫
』
の
授
業
直
前
で
扱
っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
教
材
は
丸
山
真
男
『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ

と
』
で
あ
る
。
以
下
、
評
論
教
材
の
導
入
に
よ
っ
て
『
舞
姫
』
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
解
釈
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

４
　
評
論
教
材
に
よ
る
「
近
代
」
視
点
導
入
と
学
習
者
解

釈
の
実
数
に
つ
い
て

　
丸
山
真
男
『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」 

も
『
舞
姫
』
と
同
じ
く
定

こ
と
』

（
注
　
）
１１
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番
教
材
と
言
え
、
高
等
学
校
二
年
次
及
び
三
年
次
で
よ
く
扱
わ
れ
る
評
論
で
あ

る
。
本
文
は
発
表
さ
れ
て
か
ら
か
な
り
の
時
間
が
過
ぎ
て
お
り
、
教
材
価
値
に

つ
い
て
は
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
に
接
続
す
る
近
代
に
つ
い
て
の

視
点
を
与
え
て
く
れ
る
点
で
有
益
な
教
材
だ
と
捉
え
て
い
る
。

　
筆
者
は
『
舞
姫
』
を
読
み
解
く
学
習
者
の
知
識
や
内
発
的
な
思
い
の
刺
激
に

つ
な
が
る
よ
う
、
本
文
中
の
「
近
代
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
及
び
「
社
会

過
程
」
の
語
に
特
に
注
目
し
て
教
材
を
扱
っ
た
。「
近
代
精
神
」
は
「『
で
あ
る
』

論
理
・『
で
あ
る
』
価
値
か
ら
、『
す
る
』
論
理
・『
す
る
』
価
値
へ
の
相
対
的
な

重
点
の
移
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
社
会
過
程
の
一
つ
の
側
面

に
ほ
か
な
ら
」
ず
「
歴
史
的
発
展
」
の
必
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
の
日
本

は
「
急
激
な
『
近
代
化
』」
の
た
め
に
「『
で
あ
る
』
行
動
様
式
と
『
す
る
』
行

動
様
式
」
の
混
乱
を
招
き
、「
価
値
の
倒
錯
」
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
論
の
流

れ
を
押
さ
え
、
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

　
高
等
学
校
三
年
生
の
学
び
の
段
階
に
お
い
て
は
、
歴
史
学
習
や
評
論
等
の
読

解
、
読
書
体
験
な
ど
を
通
し
て
、
近
代
へ
の
視
線
が
あ
る
程
度
育
っ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
教
室
は
教
科
横
断
的
な
発
想
を
試
せ
る
場
で
あ
り
、
評
論
教
材

な
ど
の
外
部
テ
ク
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
も
よ
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
、

既
に
持
っ
て
い
る
知
識
を
十
分
に
活
用
し
な
が
ら
小
説
を
読
み
解
く
経
験
を
さ

せ
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
を
扱
っ
た
教
材
の
事
前
導
入
と
連
動

す
る
よ
う
に
、
第
２
記
述
で
明
治
、
近
代
日
本
、
西
洋
化
と
い
っ
た
時
代
背
景

に
関
す
る
意
識
を
伴
っ
た
も
の
の
増
加
が
見
ら
れ
、
近
代
日
本
の
問
題
を
加
味

し
た
解
釈
が
広
が
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
表
は
解
釈
枠
に
対
す
る
反
応
数

と
、
そ
の
中
で
時
代
へ
の
問
題
意
識
を
伴
っ
た
解
釈
の
数
を
年
度
ご
と
に
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
度
以
降
の
実
践
で
評
論
教
材
を
『
舞
姫
』
実

践
の
事
前
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
中
で
も
二
〇
一
六
年
度
実
践
で
は
、
そ
こ
に

グ
ル
ー
プ
学
習
の
作
業
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　
こ
の
表
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
近
代
日
本
や
明
治
と
い
っ
た
時
代
意

識
に
触
れ
て
い
る
解
釈
の
総
数
で
あ
る
が
、
特
に
『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す

る
」
こ
と
』
の
導
入
後
の
も
の
は
、
第
１
記
述
で
近
代
に
触
れ
た
も
の
が
少
な

い
場
合
で
も
、
第
２
記
述
で
か
な
り
の
反
応
数
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。
二
〇
一
〇
年
度
の
よ
う
に
、
第
１
記
述
で
近
代
に
触
れ
た
も
の
が

多
い
場
合
（
反
応
数
　
／
　
％
）、
第
２
記
述
で
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
（
反
応
数

１６

５３

　
／
　
％
）
傾
向
に
あ
る
（
た
だ
し
、
二
〇
一
〇
年
度
は
第
２
記
述
の
未
提
出

１３

６５

数
が
多
く
問
題
が
残
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
一
四
年
度
は
第
１
記
述
反
応
数

　
（
　
％
）
だ
っ
た
も
の
が
第
２
記
述
反
応
数
　
（
　
％
）
に
、
二
〇
一
五
年

１１

３１

２２

６４

度
は
第
１
記
述
反
応
数
５
（
　
％
）
だ
っ
た
も
の
が
第
２
記
述
反
応
数
　
（
　

１３

２４

６５

％
）
に
、
二
〇
一
六
年
度
は
第
１
記
述
反
応
数
７
（
　
％
）
だ
っ
た
も
の
が
第

２２

２
記
述
反
応
数
　
（
　
％
）
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
第
２
記
述
は
、
第

２２

６７

１
記
述
で
時
代
意
識
に
反
応
し
た
も
の
に
対
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
第
１
記
述
の
読
み
合
わ
せ
の
後
、
時
代
意
識
を
加
味
し
て
解
釈
す

る
こ
と
へ
傾
い
て
い
っ
た
教
室
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
に
関
連
づ
け
て
最

も
活
性
化
し
た
と
思
わ
れ
る
二
〇
一
六
年
度
実
践
か
ら
対
話
的
交
流
の
実
際
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

─　　─１５３



─　　─１５４

２０１６年度（文型）
※評論事前復習 

あり
（グループ学習）

２０１５年度（文型）
※評論事前学習 

あり

２０１４年度（文型）
※評論事前学習 

あり

２０１０年度（文型）
※評論事前学習 

なし
解釈指標２解釈指標１分類

番号
時
代
言
及

第
２
記
述

時
代
言
及

第
１
記
述

時
代
言
及

第
２
記
述

時
代
言
及

第
１
記
述

時
代
言
及

第
２
記
述

時
代
言
及

第
１
記
述

時
代
言
及

第
２
記
述

時
代
言
及

第
１
記
述

１８１１１４３７１５３２３１ 豊太郎の人物像
についての解釈

①「人物」に関する
解釈①・１

１１
２ 帰国中の豊太郎
の人物像について
の解釈

①「人物」に関する
解釈①・２

１３２２１３ エリスの人物像
についての解釈

①「人物」に関する
解釈①・３

３３３４ 相沢の人物像に
ついての解釈

①「人物」に関する
解釈①・４

５ その他の人物の
人物像についての
解釈

①「人物」に関する
解釈①・５

１７１７５５２２２２３４３４７７６６１ 明治という時代
についての解釈

②「状況」に関する
解釈②・１

２１２２２２
２ 留学中の豊太郎
を取り巻く状況に
ついての解釈

②「状況」に関する
解釈②・２

１１
３ エリスを取り巻
く状況についての
解釈

②「状況」に関する
解釈②・３

１ 過去の豊太郎の
細部描写について
の解釈

③「出来事・事件」
に関する解釈（細
部）

③・１

２ 留学中の豊太郎
の細部描写につい
ての解釈

③「出来事・事件」
に関する解釈（細
部）

③・２

３ エリスの細部描
写についての解釈

③「出来事・事件」
に関する解釈（細
部）

③・３

１３８２７１０３７５９１４４９１ 豊太郎について
の解釈

④「展開」に関する
解釈④・１

６６１１２１２ エリスについて
の解釈

④「展開」に関する
解釈④・２

１１１２２２２１２１３ 相沢についての
解釈

④「展開」に関する
解釈④・３

１１１２
４ 登場人物の今後
や上乗せ物語的展
開

④「展開」に関する
解釈④・４

１１３１１
１ 語り方について
の解釈（手記につ
いて）

⑤「文体」に関する
解釈⑤・１

４９２６１８１９２６５６４４４３４２ 作品が伝えるこ
とについての解釈

⑤「文体」に関する
解釈⑤・２

２２３３７３１２４３７５３７２２３４１１３６１３２０１６３０計



５
　
グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
る
作
業
で
評
論
教
材
を
取
り
入

れ
た 

　
二
〇
一
六
年
度
実
践
で
は
、
授
業
に
学
習
者
の
主
体
的
な
作
業
を
組
み
込
む

こ
と
を
目
的
と
し
、
読
解
の
要
所
で
グ
ル
ー
プ
学
習
を
行
っ
た
。
対
話
的
交
流

の
授
業
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
、
端
的
に
発
想
し
意
見
交
換
す

る
た
め
の
協
働
学
習
の
時
間
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
話
し

合
い
を
計
六
度
行
い
、
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
の
た
め
に
、
結
果
を
グ
ル
ー
プ

毎
に
口
頭
発
表
さ
せ
る
こ
と
で
教
室
全
体
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

最
終
的
に
グ
ル
ー
プ
毎
の
解
釈
を
参
考
に
し
な
が
ら
個
人
の
解
釈
を
記
述
す
る

と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。
二
〇
一
六
年
度
の
学
習
者
は
二
年
次
で
既
に
『「
で
あ

る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
を
扱
っ
て
い
た
の
で
、
第
１
時
に
グ
ル
ー
プ
学

習
の
形
で
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
復
習
で
あ
る
点
で
理
解
し
や

す
く
、
端
的
な
読
解
に
よ
っ
て
印
象
深
い
『
舞
姫
』
の
導
入
と
な
っ
た
。

第
１
時
　『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
の
部
分
読
解

　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
①
（「
社
会
過
程
」
を
読
み
解
く
）
発
表

第
２
時
　
文
学
史
・
第
一 

読
解

　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
②
（
構
成
の
工
夫
に
つ
い
て
）
発
表

第
３
時
　
第
二
段
落
の
読
解

　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
③
（
明
治
青
年
に
つ
い
て
考
え
る
）
発
表

第
４
時
　
第
三
段
落
の
読
解

　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
④
（
近
代
的
自
我
と
は
何
か
）
発
表

実
践
（
注
　
）
１２

段
落
の

（
注
　
）
１３

第
５
時
　
第
四
段
落
の
読
解
・
当
時
の
地
図
を
読
む

第
６
時
　
第
五
段
落
前
半
の
読
解

第
７
時
　
第
五
段
落
後
半
・
第
六
段
落
の
読
解

第
８
時
　
第
七
段
落
の
読
解

　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
⑤
（
エ
リ
ス
の
手
紙
を
ど
う
読
む
か
）
発
表

第
９
時
　
第
八
段
落
・
第
九
段
落
・
第
十
段
落
の
読
解

第
　
時
　
グ
ル
ー
プ
学
習
⑥
（『
舞
姫
』
で
考
え
た
こ
と
）
発
表

１０
第
　
時
　『
舞
姫
』
動
画
の
視
聴
・
第
１
記
述
（
解
釈
枠
使
用
）

１１
第
　
時
　
第
１
記
述
の
読
み
合
わ
せ

１２
第
　
時
　
第
２
記
述
（
解
釈
に
対
す
る
解
釈
及
び
読
み
の
自
己
評
価
）

１３
第
　
時
　
第
２
記
述
の
読
み
合
わ
せ
・
ま
と
め

１４
　
授
業
展
開
の
最
終
時
に
は
、
多
く
の
学
習
者
が
時
代
を
踏
ま
え
た
上
で
『
舞

姫
』
を
読
ん
で
い
る
状
況
を
学
習
者
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
２
記
述

の
読
み
合
わ
せ
で
は
、
教
授
者
か
ら
学
習
者
へ
の
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
読
み
取
っ

た
の
か
と
い
っ
た
質
問
を
交
え
な
が
ら
、
対
話
的
交
流
の
形
を
保
つ
こ
と
が
で

き
た
。
学
習
者
に
よ
る
記
述
で
時
代
意
識
に
触
れ
た
も
の
の
う
ち
、
注
目
す
べ

き
も
の
を
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
第
２
記
述
で
九
例
の
共
感
及
び
賞
賛
的
反

応
等
を
得
、
対
話
的
交
流
の
起
点
と
な
っ
た
第
１
記
述
を
挙
げ
る
（
以
下
の
分

類
番
号
〔【
②
・
１
・
　
】
な
ど
〕
は
授
業
時
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
）。

０３

●
第
１
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉

【
②
・
１
・
　
】
明
治
時
代
は
、
日
本
が
鎖
国
を
解
い
て
西
欧
か
ら
進
ん
だ
文
化

０３

や
制
度
、
思
想
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
は
そ
れ
を
進
ん
で
学
び
、

─　　─１５５



古
い
身
分
的
な
「
で
あ
る
」
社
会
か
ら
近
代
市
民
的
な
「
す
る
」
社
会
に
変

わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
真
っ
最
中
で
あ
っ
た
と
思
う
。
な
の
で
、
ま
だ
近
代

的
な
「
す
る
」
社
会
に
な
り
き
れ
て
お
ら
ず
、
身
分
的
な
「
で
あ
る
」
社
会

か
ら
抜
け
切
れ
て
い
な
い
。
明
治
時
代
は
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
と
思
う
。

な
の
で
当
然
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
活
し
て
い
た
人
々
の
心
の
中
は
、
二

つ
の
社
会
の
面
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
。
／
こ
れ
は
『
舞
姫
』
の
太
田
豊
太

郎
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
て
、
豊
太
郎
が
ド
イ
ツ
留
学
を
決
意
し
た
理
由
で

あ
る
「
自
分
の
名
を
高
め
、
自
分
の
家
を
大
き
く
し
よ
う
。」
と
い
う
気
持
ち

は
身
分
的
な
「
で
あ
る
」
か
ら
生
ま
れ
た
気
持
ち
で
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
大

学
の
自
由
な
雰
囲
気
に
触
発
さ
れ
、
次
第
に
自
発
的
な
気
持
ち
が
強
く
な
り
、

免
官
と
な
っ
て
も
エ
リ
ス
と
の
恋
を
続
け
た
。
こ
れ
は
自
発
的
な
「
す
る
」

か
ら
生
ま
れ
た
気
持
ち
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
結
局
豊
太
郎
は

「
す
る
」
行
為
か
ら
生
ま
れ
た
エ
リ
ス
と
の
恋
よ
り
も
、
国
家
の
有
能
な
人
材

「
で
あ
る
」
以
前
の
自
分
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
や

す
さ
は
、
本
文
の
冒
頭
に
「
我
と
我
が
心
さ
へ
変
は
り
や
す
き
を
も
悟
り
得

た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
豊
太
郎
本
人
も
「
で
あ
る
」
社
会
か
ら
抜
け
切
れ

て
い
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
良
く
も
思
っ
て
い
な
い
。
／
な

の
で
、
こ
の
時
代
で
は
、
近
代
的
な
「
す
る
」
社
会
よ
り
も
、
古
く
か
ら
の

「
で
あ
る
」
社
会
の
方
が
強
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
人
々
は
そ
の
「
で
あ
る
」

社
会
に
抗
う
も
、
結
局
は
抜
け
切
れ
て
お
ら
ず
、
太
田
豊
太
郎
も
そ
の
よ
う

な
人
々
の
一
人
だ
と
思
っ
た
。

　『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
の
内
容
を
『
舞
姫
』
に
当
て
は
め
て

論
じ
て
お
り
、
事
前
の
評
論
学
習
が
小
説
の
作
品
解
釈
に
影
響
し
て
い
る
一
例

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
論
の
利
用
に
つ
い
て
の
共
感
・
賞
賛
的
評
価
を
第
２

記
述
か
ら
い
く
つ
か
挙
げ
る
。

●
第
２
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
②
・
１
・
　
・
　
】（
前
略
）
日
本
は
西
洋
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
、
ま
だ
そ
の

０３
０４

文
化
が
根
付
い
て
お
ら
ず
近
代
化
し
か
け
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
態
、
つ
ま

り
、
ま
だ
ま
だ
「
で
あ
る
」
社
会
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
思
想

背
景
が
豊
太
郎
を
代
表
し
て
書
い
て
あ
る
の
だ
と
思
っ
た
。
／
た
だ
の
小
説

か
と
思
い
き
や
、
実
は
日
本
の
近
代
の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
り
、
読

め
ば
読
む
ほ
ど
読
み
が
深
ま
る
作
品
だ
と
思
っ
た
。

●
第
２
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
②
・
１
・
　
・
　
】
豊
太
郎
の
心
の
中
の
気
持
ち
や
考
え
方
を
、「
で
あ
る
」
こ

０３
０６

と
か
ら
「
す
る
」
こ
と
へ
と
変
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
当
時
の
日
本
の
時
代

の
性
格
や
特
徴
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
考
え
ら
れ
て
い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う

『
舞
姫
』
と
い
う
作
品
が
い
ろ
ん
な
意
味
を
持
っ
た
深
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
。

●
第
２
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
②
・
１
・
　
・
　
】
豊
太
郎
の
生
き
て
い
た
時
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う

０３
０８

こ
と
を
、
授
業
で
や
っ
た
『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
と
絡
め
て

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。
こ
れ
以
外
に
も
時
代
を
考
え
て
書
い
て
あ
る

も
の
は
あ
り
、
深
い
と
こ
ろ
ま
で
読
め
る
の
は
す
ご
い
な
と
思
っ
た
。（
後
略
）

　
こ
の
よ
う
に
確
認
的
な
共
感
が
得
ら
れ
た
中
で
、【
②
・
１
・
　
・
　
】
の
よ
う

０３
０８

な
評
論
教
材
と
の
結
び
つ
け
を
賞
賛
す
る
学
習
者
が
い
る
こ
と
は
、
こ
う
い
っ

─　　─１５６



た
結
び
つ
け
る
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
不
慣
れ
な
者
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
意
味
で
横
断
的
な
解
釈
を
許
容
す
る
雰
囲
気
を
も
た
ら
し
た
【
②
・

１
・
　
】
の
第
１
記
述
は
学
習
者
た
ち
に
と
っ
て
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ

０３
う
。
こ
う
い
っ
た
対
話
的
交
流
は
、
彼
ら
の
今
後
の
小
説
の
読
み
方
に
関
す
る

示
唆
的
な
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
起
点
と
な
っ
た
記
述
の
他
者
へ
の
効
果
に
つ

い
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
続
い
て
【
②
・
１
・
　
】
の
解
釈
を
受
け
て

０３

自
己
解
釈
を
発
展
さ
せ
た
も
の
を
挙
げ
る
。

●
第
２
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
②
・
１
・
　
・
　
】
こ
の
解
釈
文
を
読
ん
で
、『
舞
姫
』
が
明
治
時
代
に
書
か

０３
０１

れ
た
意
味
と
、
そ
れ
が
当
時
の
社
会
に
与
え
る
影
響
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
明
治
時
代
に
は
様
々
な
西
洋
文
化
が
入
っ
て
き
た
た
め
、
人
々
は
そ

の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
豊
太
郎
は
そ
の
中
で
自

ら
外
国
へ
足
を
踏
み
入
れ
、
当
時
の
日
本
と
の
違
い
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た

の
だ
と
思
う
。
自
分
の
解
釈
で
は
こ
こ
で
自
信
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
解
釈
を
読
ん
で
豊
太
郎
は
そ
れ
ま
で
の
考
え
か
ら
抜

け
出
そ
う
と
す
る
気
持
ち
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
エ
リ
ス
と
恋

に
落
ち
た
の
も
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
古
い
考
え
か
ら
抜
け
出
し
た
い
気
持

ち
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
／
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、『
舞
姫
』
と
い
う
作
品
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
外
国
の
進
ん

だ
文
化
が
入
っ
て
き
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
だ
古
い
考
え
や
行
動
か
ら
抜

け
切
れ
て
い
な
か
っ
た
日
本
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

こ
の
作
品
は
一
度
読
ん
で
理
解
し
た
と
思
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
読
み
は
浅

く
、
ま
だ
発
展
で
き
る
考
え
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。

●
第
２
記
述
〈
②
・
１
　
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
②
・
１
・
　
・
　
】
も
し
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
が
現
代
で
出
会
っ
て
い
た
ら
、

０３
０２

お
そ
ら
く
誰
か
ら
も
こ
の
関
係
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
普
通
に
幸
せ
に

暮
ら
せ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
で
も
、
こ
の
話
が
近
代
の
話
で
あ
っ
た
が
た

め
に
、
豊
太
郎
も
エ
リ
ス
も
当
時
の
時
代
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ

と
思
う
。
当
時
の
日
本
は
江
戸
時
代
の
封
建
制
度
が
終
わ
り
、「
で
あ
る
」
文

化
か
ら
急
速
に
近
代
化
し
て
い
き
、「
す
る
」
文
化
に
移
り
変
わ
っ
て
行
く
中

で
日
本
は
欧
米
列
強
に
負
け
な
い
よ
う
な
国
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
当
初
は
西
洋
文
化
に
心
を
動
か
す
ま
い
と
思
っ
て
い

た
豊
太
郎
だ
っ
た
が
、
エ
リ
ス
と
出
会
っ
て
し
ま
い
、
当
初
の
目
的
を
放
り

だ
し
て
エ
リ
ス
と
恋
に
落
ち
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
心
が
弱
く
、
人
の
言
う
通

り
に
し
か
で
き
な
い
自
分
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
最
終
的
に
当
時
の
時
代
の
流
れ
や
慣

習
に
は
打
ち
勝
つ
こ
と
は
で
き
ず
に
時
代
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
／

太
田
豊
太
郎
と
い
う
人
間
は
、
当
時
の
「
で
あ
る
」
と
「
す
る
」、「
日
本
」

と
「
西
洋
」
が
入
り
混
じ
っ
た
人
間
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
人
の
特
徴
を
風

刺
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
つ
い
て
の
見
方
を
取
り

入
れ
な
が
ら
再
び
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
形
の
解

釈
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
己
の
解
釈
を
確
認
す
る
過
程
で
他
者
の
解
釈
を
取
り

込
み
な
が
ら
「
社
会
的
通
念
」
と
「
主
人
公
の
敗
北
」
の
双
方
に
配
慮
し
な
が

ら
作
品
論
的
主
題
に
接
近
し
た
も
の
だ
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
先
に
挙

げ
た
対
話
的
交
流
の
起
点
と
な
っ
た
第
１
記
述
【
②
・
１
・
　
】
を
記
し
た
学
習

０３
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者
も
同
様
の
形
で
作
品
論
的
主
題
に
接
近
し
て
い
る
。【
②
・
１
・
　
】
を
記
し
た

０３

学
習
者
の
記
し
た
第
２
記
述
【
⑤
・
２
・
　
・
　
】
と
こ
の
学
習
者
が
参
照
し
た
第

０４
０３

１
記
述
【
⑤
・
２
・
　
】
を
挙
げ
る
。

０４

●
第
１
記
述
〈
⑤
・
２
　
作
品
が
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
〉

【
⑤
・
２
・
　
】
私
は
、
豊
太
郎
は
と
て
も
弱
く
て
愚
か
な
人
物
だ
と
思
っ
た
。

０４

豊
太
郎
は
泣
い
て
い
る
エ
リ
ス
を
見
つ
け
声
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単

に
エ
リ
ス
が
美
し
く
魅
力
的
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
を

助
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
が
エ
リ
ス
に
助
け
て
も
ら
い
た
か
っ
た

か
ら
、
誰
か
に
す
が
り
つ
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
八
段
落
の
大

臣
か
ら
日
本
へ
の
帰
国
の
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
と
き
の
場
面
で
「
も
し
こ

の
手
に
す
が
ら
な
け
れ
ば
、
本
国
を
も
失
い
、
名
誉
を
挽
回
す
る
道
も
断
た

れ
…
」
と
い
う
所
で
、
豊
太
郎
が
い
か
に
自
己
中
心
的
に
物
事
を
考
え
て
い

た
の
か
が
分
か
る
。
結
局
、
豊
太
郎
が
一
番
愛
し
て
い
た
の
は
エ
リ
ス
で
は

な
く
自
分
自
身
な
の
だ
。
／
し
か
し
、
こ
の
弱
さ
や
愚
か
さ
は
豊
太
郎
だ
け

が
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
豊
太
郎
が
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
か
ら

で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
持
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
作
者
は
、
人
間
の
内
に
秘
め
た
愚
か
さ
を
豊
太
郎
の
人
格
を
通

し
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が

豊
太
郎
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
他
人
や
周
り
の

人
の
せ
い
に
し
て
自
分
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
十
段
落
の
「
私
の

脳
裏
に
は
一
点
の
彼
を
憎
む
心
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う

所
に
、
豊
太
郎
の
そ
う
い
っ
た
気
持
ち
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
作

者
は
あ
え
て
豊
太
郎
の
人
格
を
誰
が
読
ん
で
も
反
感
を
買
う
よ
う
に
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
に
自
分
自
身
の
弱
さ
や
愚
か
さ
に
気
が
つ
い

て
欲
し
い
が
た
め
に
。

●
第
２
記
述
〈
⑤
・
２
　
作
品
が
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
〉
に
対
す
る
解
釈

【
⑤
・
２
・
　
・
　
】
こ
の
解
釈
は
、『
舞
姫
』
は
太
田
豊
太
郎
と
い
う
人
物
を
通

０４
０３

じ
て
、
人
間
の
愚
か
さ
、
弱
さ
を
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ

う
考
え
て
み
る
と
、
豊
太
郎
の
行
動
全
て
が
人
間
の
弱
く
愚
か
な
心
か
ら
き

て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
の
弱
く
愚
か
な
心
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
豊

太
郎
は
誰
か
か
ら
の
助
け
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
弱
い
エ

リ
ス
を
助
け
る
こ
と
で
、
自
分
も
助
け
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
。
豊
太
郎
の

助
け
と
エ
リ
ス
の
助
け
を
比
べ
て
み
る
と
、
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
に
お
金
・
本

な
ど
物
質
的
に
助
け
て
い
る
の
に
対
し
、
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
を
心
・
精
神
的

に
助
け
て
い
る
。
一
方
が
不
足
し
て
い
る
面
は
も
う
一
方
が
助
け
て
い
た
。

だ
か
ら
、
こ
の
二
人
の
恋
愛
は
一
時
期
は
う
ま
く
い
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
続
い
た
結
果
、
豊
太
郎
は
生
活
が
苦
し
く
な
り
、

エ
リ
ス
は
心
が
弱
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
二
人
の
恋
愛
が
最
終
的
に

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
最
初
と
は
異
な
っ

た
弱
さ
・
愚
か
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
こ
の
解
釈
を
読
ん
で

思
っ
た
。
／
自
分
の
解
釈
で
は
、
明
治
時
代
と
い
う
、「
す
る
」
社
会
よ
り
も

「
で
あ
る
」
社
会
の
方
が
勝
っ
て
い
た
時
代
が
太
田
豊
太
郎
を
動
か
し
て
い
る

と
解
釈
し
た
が
、
こ
の
解
釈
で
は
豊
太
郎
自
身
の
弱
い
、
愚
か
な
心
が
動
か

し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
た
。
豊
太
郎
の
行
動
は
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
豊
太
郎
の
内
側
の
心
の
影
響
と
、
外
側
の
時
代
の

影
響
を
受
け
、
自
ら
動
き
、
ま
た
、
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。

─　　─１５８



　【
⑤
・
２
・
　
】
は
人
物
像
の
基
本
的
な
解
釈
で
あ
る
と
共
に
語
り
手
に
つ
い
て

０４

言
及
し
た
も
の
と
も
読
め
る
。
こ
の
解
釈
も
他
学
習
者
の
第
２
記
述
に
影
響
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
受
け
て
記
さ
れ
た
【
⑤
・
２
・
　
・
　
】
は
自

０４
０３

ら
の
第
１
記
述
で
あ
る
【
②
・
１
・
　
】
を
踏
ま
え
て
他
者
解
釈
と
の
結
合
を
試

０３

み
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
学
習
者
に
と
っ
て
の
完
成
形
と
し
て
の
記
述
に
な
っ

て
い
る
。
更
に
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
へ
の
言
及
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
第
２
記
述
の
読
み
合
わ
せ
の
授
業
の

最
終
段
階
で
こ
の
解
釈
を
用
い
た
が
、
他
の
学
習
者
の
解
釈
欲
求
を
刺
激
し
た

の
か
、
数
名
の
学
習
者
が
こ
れ
ら
の
解
釈
に
対
し
て
次
に
書
く
機
会
（
第
３
記

述
）
は
な
い
の
か
と
質
問
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
教
室
が
更
な
る
読
み

に
向
か
う
た
め
の
大
き
な
契
機
と
し
て
機
能
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
こ
こ
か
ら
学
習
者
の
読
み
を
ど
う
広
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
時
間
の

関
係
で
授
業
そ
の
も
の
は
こ
こ
で
終
え
ら
れ
た
が
、
教
授
者
と
し
て
は
、
文
学

研
究
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
鷗
外
の
『
舞
姫
』
執
筆
意
図
や
豊
太
郎
造
形
の

意
図
の
考
察
、
語
り
手
で
あ
る
豊
太
郎
を
設
定
し
た
ね
ら
い
や
こ
の
よ
う
に
表

現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
鷗
外
の
思
い
の
把
握
な
ど
へ
学
習
者
を
導
く
助
言
が

可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ま
と
め
段
階
で
選
択
的
に
助
言
す
る
に
留
ま
っ
た

が
、
今
回
の
よ
う
な
授
業
を
き
っ
か
け
と
し
て
作
品
を
読
み
終
わ
ら
な
い
こ
と

へ
つ
な
げ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
学
習
者
た
ち
は
、
時
代
状
況

に
注
目
し
な
が
ら
も
物
語
内
容
の
強
さ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
再
び
豊
太
郎
と
エ

リ
ス
に
思
い
を
馳
せ
て
読
み
深
め
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
で
き
あ
が
っ

て
い
っ
た
教
室
解
釈
の
最
終
段
階
で
『
舞
姫
』
の
語
り
の
方
法
を
確
認
さ
せ
る

よ
う
な
教
授
者
の
助
言
は
有
効
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
文
学
研
究
と
教
室
実
践
と
の
架
橋
を
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
教
授
者
は
い
ろ

い
ろ
な
情
報
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
鷗
外
が
実
際

に
来
日
し
た
エ
リ
ー
ゼ
と
結
ば
れ
た
か
っ
た
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
く
た
め

に
は
、
エ
リ
ー
ゼ
来
日
問
題
及
び
『
舞
姫
』
発
表
と
来
日
と
の
時
間
差
や
発
表

時
の
鷗
外
の
婚
姻
状
況
な
ど
の
事
実
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
エ
リ
ス
の
モ
デ

ル
問
題
に
し
て
も
、
舞
姫
エ
リ
ス
と
来
日
し
た
エ
リ
ー
ゼ
と
の
境
遇
の
不
一
致

と
、
何
か
し
ら
の
一
致
、
そ
れ
ら
が
作
者
の
鷗
外
に
よ
っ
て
巧
妙
に
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
も
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
要
素
が
研
究
者
の
探
究
欲
を
か
き
た
て
、
解
釈
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
も

告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
状
況
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

豊
太
郎
は
エ
リ
ス
と
結
ば
れ
た
か
っ
た
が
当
人
の
内
面
及
び
外
的
状
況
に
よ
っ

て
そ
れ
が
果
た
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
は
近
代
日
本
の
社
会
状
況
や
家
の
問
題
も
関

連
し
て
い
た
と
い
う
基
本
的
な
条
件
を
押
さ
え
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
解
釈
の

沃
野
に
参
入
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
豊
太
郎
が
記
し
た
手
記
と
し
て
の
『
舞

姫
』
を
、
そ
の
語
り
口
か
ら
エ
リ
ス
と
結
ば
れ
た
か
っ
た
と
い
う
周
囲
や
家
族

に
向
け
て
の
告
白
と
捉
え
た
り
、
自
己
存
在
を
ね
じ
ま
げ
た
も
の
へ
の
告
発
と

見
た
り
、
更
に
こ
の
手
記
執
筆
後
す
ぐ
さ
ま
独
逸
へ
戻
る
豊
太
郎 

想
像

す
る
よ
う
な
自
由
も
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
抒
情
的
読
み
が
解
釈
に
加
え
ら
れ
る
の
は
、
田
中
実
氏
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
な
、
鷗
外
の
設
定
し
た
語
り
手
が
「
自
ら
手
記
の
意
図
に
反
し

て
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
劇
化
作
用
に
促
さ
れ
」「
書
く
過
程
で
」「
図
ら

ず
も
美
し
い
女
性
に
命
が
け
で
愛
さ
れ
た
男
の
悲
し
く
も
美
し
い
物
語
の
劇
作

者
と
変
容 

こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
化
」

も
鷗
外
の
構
築
で
あ
り
、
語
り
の
破
綻
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、『
舞

姫
』
そ
の
も
の
に
読
者
を
牽
引
す
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
的
要

の
姿
を

（
注
　
）
１４

し
た
」

（
注
　
）
１５
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素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
鷗
外
は
明
治
の
権
力
構
造
の
中
で
生

き
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
鷗
外
は
文
学
の
世
界
で
は
現
実
と
異
な
る
生
を
生

き
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
教
室
の
学
習
者
に
は
現
在
を
生
き
る
高
校
生
と
し

て
の
感
覚
の
ま
ま
、
鷗
外
が
作
品
を
執
筆
す
る
過
程
で
個
人
的
問
題
を
重
ね
合

わ
せ
な
が
ら
美
し
い
物
語
表
現
を
選
び
取
る
に
至
っ
た
物
語
意
識
・
物
語
行
為

に
つ
い
て
捉
え
さ
せ
て
み
た
い
と
も
考
え
る
。

６
　
お
わ
り
に
─
─
主
体
的
・
対
話
的
な
読
み
深
め
に
つ

い
て

　
前
項
で
示
し
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
を
扱
っ
た
評
論
教
材
の
事
前
導
入
は
あ

る
程
度
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
２
記
述
の
読
み
合
わ
せ
の
授
業
で

は
、
時
代
背
景
を
交
え
て
解
釈
す
る
こ
と
が
『
舞
姫
』
の
作
品
解
釈
に
と
っ
て

良
い
方
向
に
働
く
の
だ
と
い
う
雰
囲
気
に
至
っ
た
こ
と
は
収
穫
で
あ
っ
た
。

　
学
習
者
の
内
発
的
な
も
の
が
薄
い
場
合
を
想
定
し
、
協
働
学
習
や
記
述
の
材

料
と
し
て
補
助
的
に
評
論
教
材
を
配
置
し
て
み
た
が
、
こ
う
い
っ
た
補
助
教
材

は
学
習
者
の
発
想
を
刺
激
し
教
科
横
断
的
な
学
び
を
呼
び
込
む
も
の
で
あ
る
必

要
が
あ
る
。『
舞
姫
』
は
評
論
教
材
を
配
置
し
な
い
展
開
に
お
い
て
も
時
代
へ
の

意
識
を
伴
う
解
釈
を
得
ら
れ
る
作
品
だ
が
、
今
回
の
よ
う
な
評
論
教
材
の
導
入

は
近
代
日
本
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
取
り
除
く
働
き
が
あ
っ
た

と
考
え
る
。
評
論
教
材
の
導
入
が
解
釈
へ
の
過
度
な
誘
導
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
記
述
解
釈
に
よ
る
対
話
的
交
流
に
よ
っ
て
深
い
読
み
取

り
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
有
益
で
あ
っ
た
。

　
学
習
者
の
記
述
を
用
い
て
展
開
し
て
い
く
対
話
的
交
流
の
授
業
で
は
、
後
続

の
解
釈
の
起
点
と
な
る
記
述
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ

た
反
応
の
起
点
と
な
る
解
釈
を
学
習
者
た
ち
が
自
ら
記
し
た
い
、
ま
た
は
他
者

の
解
釈
を
知
り
た
い
と
い
う
雰
囲
気
に
至
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
前
項
の
実
践
で
の
対
話
的
交
流
の
過
程
で
把
握
さ
れ
た
の
は
、
学

習
者
が
近
代
日
本
に
つ
い
て
論
じ
た
い
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
『
舞
姫
』
を
読

み
深
め
た
い
と
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
学
習
者
は
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
統
合
し
て
反
応
す
る
場
所
を
欲
し
て
い

る
。
教
授
者
は
補
助
的
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
全
て
に
配
慮
す
る
と
共

に
、
作
品
を
学
習
者
の
「
今
・
こ
こ
」
と
接
続
す
る
た
め
の
教
授
者
自
身
の
補

助
的
な
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
前
項
の
展
開
で
は
、
語
り
手
に
属
す
る
背
景
情
報
と
し
て
の
近
代
日

本
に
注
目
し
た
が
、
語
り
手
の
発
話
行
為
そ
の
も
の
へ
の
注
目
は
も
っ
と
為
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
舞
姫
』
の
授
業
に
お
い
て
は
そ
の
た
め
の
方
法
を
更
に
考

案
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

注（
注
１
）　
磯
貝
英
夫
「
舞
姫
（
研
究
史
及
び
作
品
論
）」（『
別
冊
國
文
学
』
一
九

八
九
年
十
月
、
學
燈
社
）

（
注
２
）　
清
田
文
武
編
『
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
読
む
』（
二
〇
一
三
年
四
月
、
勉

誠
出
版
）

（
注
３
）　
坂
井
健
「『
舞
姫
』
は
な
ぜ
書
か
れ
た
か
？
」（
注
２
）
に
所
収
（
第

一
章
『
舞
姫
』
の
形
成
─
─
人
物
造
形
を
中
心
に
─
─
）
四
～
五
頁

（
注
４
）　『
舞
姫
』
発
表
直
後
の
、
気
取
半
之
丞
（
石
橋
忍
月
）
に
よ
る
太
田
豊

太
郎
の
性
質
が
エ
リ
ス
を
捨
て
る
行
為
と
矛
盾
す
る
と
い
う
評
は
同
時
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代
に
お
け
る
印
象
批
評
の
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
石
橋
忍
月

に
対
す
る
相
沢
謙
吉
（
森
鷗
外
）
の
反
論
で
も
太
田
豊
太
郎
の
弱
性
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
弱
さ
へ
の
注
目
が
一
般
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

（
注
５
）　
山
元
隆
春
「
発
話
行
為
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
●「
舞
姫
」
の
新
し
い
教

材
性
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い

教
材
論
〉
へ
１
』
一
九
九
九
年
二
月
、
右
文
書
院
、
三
一
～
三
二
頁
）

（
注
６
）　『
舞
姫
』
本
文
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
　
森
鷗
外

集
』（
二
〇
〇
四
年
七
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

（
注
７
）　
松
澤
和
広
『
生
成
論
の
探
究
─
テ
ク
ス
ト
・
草
稿
・
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
二
一
五
～
二
一
六
頁

（
注
８
）　
山
崎
一
穎
「『
舞
姫
論
』●「
不
興
な
る
」
豊
太
郎
」（
田
中
実
・
須
貝

千
里
編
著
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
１
』
一
九

九
九
年
二
月
、
右
文
書
院
）
に
は
「
体
験
済
み
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ

を
乗
り
越
え
た
自
己
認
識
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
」

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
筆
者
も
、
記
述
時
点
の
豊
太
郎
に
と
っ
て
留
学

中
の
出
来
事
は
現
在
も
継
続
中
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、

語
ら
れ
て
い
る
物
語
内
容
の
そ
の
先
の
物
語
（「
復
職
す
る
進
路
」
で
は

な
い
物
語
）
の
想
像
を
許
容
す
る
状
況
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
。

（
注
９
）　『
舞
姫
』
の
授
業
に
お
い
て
、
第
２
記
述
（
第
１
記
述
の
解
釈
に
対
す

る
解
釈
）
ま
で
学
習
者
に
記
述
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
二
〇
〇

三
年
度
・
二
〇
〇
九
年
度
・
二
〇
一
〇
年
度
・
二
〇
一
四
年
度
（
以
上
、

広
島
市
立
基
町
高
等
学
校
で
の
実
践
）、
二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
年
度

（
広
島
市
立
沼
田
高
等
学
校
で
の
実
践
）
で
あ
る
。
時
間
的
な
問
題
も
あ

り
第
１
記
述
で
留
め
た
実
践
も
あ
る
。

（
注
　
）　
広
島
市
立
基
町
高
等
学
校
で
の
二
〇
一
〇
年
度
五
～
六
月
の
実
践
。

１０
三
年
生
対
象
。

（
注
　
）　
丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』（
一
九
六
一
年
十
一
月
、
岩
波
新
書
）
Ⅳ

１１
章
。
本
文
の
引
用
は
東
京
書
籍
『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
に
よ
る
。
教
材
採

録
に
あ
た
っ
て
適
当
な
分
量
と
す
る
た
め
に
、
本
文
の
削
除
・
訂
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。

（
注
　
）　
広
島
市
立
沼
田
高
等
学
校
で
の
二
〇
一
六
年
度
八
～
十
月
の
実
践
。

１２
三
年
生
対
象
。

（
注
　
）　
段
落
分
け
は
東
京
書
籍
『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
の
脚
注
に
表
示
さ
れ
て

１３
い
る
も
の
に
従
っ
た
。
全
十
段
落
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

（
注
　
）　
西
成
彦
『
世
界
文
学
の
中
の
『
舞
姫
』』（
二
〇
〇
九
年
五
月
、
み
す

１４
ず
書
房
）。「『
舞
姫
』
と
い
う
小
説
は
、
そ
う
い
っ
た
愛
国
者
、
太
田
豊

太
郎
の
選
択
を
最
終
的
に
は
未
決
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
示
す
だ

け
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
太
田
豊
太
郎
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
場
末
（
中

略
）
で
、
エ
リ
ス
と
と
も
に
ゼ
ロ
か
ら
の
生
活
を
や
り
な
お
す
選
択
肢

が
ち
ゃ
ん
と
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」（
六
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
注
　
）　
田
中
実
「
多
層
的
意
識
構
造
の
な
か
の
〈
劇
作
者
〉─
─
森
鷗
外
」

１５
（『
小
説
の
力
─
─
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』
一
九
九
六
年
二
月
、
大

修
館
書
店
、
七
七
頁
）

（
広
島
市
立
沼
田
高
等
学
校
）
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