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は
じ
め
に 

  

一
九
八
〇
年
代
、
日
本
に
お
い
て
〈
い
じ
め
〉

（

１

）

が
社
会
問
題
化
し
た
。
そ
れ
以

来
、〈
い
じ
め
〉
は
数
多
の
文
学
作
品
に
描
か
れ
て
き
た
。
在
日
朝
鮮
人
（
以
下
、

〈
在
日
〉
と
す
る
）
の
作
家
に
よ
る
創
作
の
中
に
も
、〈
い
じ
め
〉
へ
の
言
及
は

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
李
良
枝
や
鷺
沢
萠
の
作
品
の
中
に
は
、《
で
も
、

私
自
身
は
直
接
差
別
を
受
け
た
り
い
じ
め
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で

す
》

（

２

）

と
い
っ
た
会
話
や
、
《
政
明
や
和
美
は
国
籍
を
理
由
に
よ
く
苛
め
ら
れ
た
、

と
言
う
の
だ
が
、
雅
美
に
は
そ
う
い
っ
た
記
憶
も
あ
ま
り
な
い
》

（

３

）

と
い
っ
た
独

白
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

も
と
よ
り
、〈
在
日
〉
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
差
別
の
問
題
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
差
別
と
〈
い
じ
め
〉
と
が

地
続
き
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
先
に
引
用
し
た
よ

う
な
語
り
に
お
い
て
、
差
別
の
語
用
と
〈
い
じ
め
〉
の
語
用
と
が
意
識
的
に
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
暴
力
を
表
現
す
る
た

め
の
言
葉
と
し
て
、
差
別
と
〈
い
じ
め
〉
に
は
少
な
か
ら
ぬ
差
異
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
教
育
社
会
学
者
の
伊
藤
茂
樹
は
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。 

 

人
が
人
を
い
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
社
会
に
お
い
て
古
く
か
ら
行

わ
れ
て
き
た
が
、
か
つ
て
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
人
が
ど
の
よ
う
な
人
を

い
じ
め
る
の
か
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
想
定
で
き
る
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。

（
中
略
）
こ
う
し
た
状
況
か
ら
「
い
じ
め
」
と
い
う
単
独
の
名
詞
が
生
ま

れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
い
じ
め
」
が
特
定
の
役
割

や
地
位
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
無
関
係
な
、
予
測
不
可
能
な
現
象
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
役
割
や
地
位
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
表
す
言

葉
と
連
接
し
な
い
単
な
る
「
い
じ
め
」
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
加
害
者

に
も
被
害
者
に
も
な
り
得
る
現
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の

中
身
も
、
ど
こ
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
の
か
予
測
で
き
ず
、
最
悪
の
場

合
は
命
を
失
わ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
、
お
そ
ろ
し
い
も
の
と

想
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
重
大
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

（

４

） 

 

一
見
、
差
別
と
〈
い
じ
め
〉
は
共
通
の
問
題
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、〈
い
じ

め
〉
が
伊
藤
の
述
べ
る
よ
う
に
《
特
定
の
役
割
や
地
位
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と

は
無
関
係
》
な
現
象
と
し
て
社
会
問
題
化
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
特
定
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
属
性
に
対
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
化
す
る
差

別
と
は
相
容
れ
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
導
き
出

〈
い
じ
め
〉
と
差
別
の
交
差
／
相
克

―
― 

柳
美
里
「
潮
合
い
」
論 

―
―

秦　
　
　

光　

平
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さ
れ
る
の
は
、〈
在
日
〉
の
問
題
が
関
わ
る
暴
力
に
つ
い
て
も
、
差
別
の
語
が
用

い
ら
れ
た
場
合
と
〈
い
じ
め
〉
の
語
が
用
い
ら
れ
た
場
合
と
で
異
な
っ
た
問
題

化
が
為
さ
れ
う
る
と
い
う
仮
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
差
別
と
〈
い
じ
め
〉
の
関

わ
り
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
思
考
が
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
そ
の
実
践
を
柳
美
里
の
短
編
小
説
「
潮
合
い
」
（
一
九
九
六
年
）

を
分
析
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
行
な
っ
て
い
く
。

（

５

）

柳
美
里
も
ま
た
、〈
在
日
〉
で

あ
る
こ
と
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
幼
少
期
に
〈
い
じ
め
〉
を
受
け
た
こ
と
を
告

白
し
、〈
い
じ
め
〉
問
題
に
関
す
る
発
言
も
多
く
行
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
エ
ッ

セ
イ
に
は
《
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
と
弟
が
在
日
韓
国
人
だ
か
ら
い
じ
め
ら
れ

た
と
は
考
え
て
い
な
い
》

（

６

）

と
書
き
付
け
る
な
ど
、
差
別
と
〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み

を
意
図
的
に
攪
乱
す
る
よ
う
な
問
題
意
識
を
〈
在
日
〉
へ
の
言
及
に
即
し
て
提

示
し
て
き
て
い
る
。
川
村
湊
も
《
た
だ
し
、
実
際
に
こ
う
し
た
イ
ジ
メ
が
本
当
に

彼
女
の
「
民
族
性
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
要
素
の
も
の

で
あ
る
の
か
結
論
を
出
す
の
は
難
し
い
》

（

７

）

と
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
に
述
べ

て
き
た
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
は
看
過
で
き
な
い
作
家
と
い
え
る
。 

「
潮
合
い
」
は
、
後
に
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
い
じ
め
の
時
間
』
に
纏
め
ら
れ
る
作

品
群
が
一
挙
掲
載
さ
れ
た
『
小
説
ト
リ
ッ
パ
ー
』
一
九
九
六
年
冬
季
号
に
発
表

さ
れ
た
点
か
ら
、
従
来
〈
い
じ
め
〉
の
文
脈
に
即
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。

（

8

）

し
か
し

作
品
末
尾
に
て
、
作
品
内
の
〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み
は
一
見
き
わ
め
て
唐
突
に
も

思
わ
れ
る
形
で
差
別
の
枠
組
み
へ
と
接
続
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
で
実
施

さ
れ
た
あ
る
種
、
中
途
半
端
な
表
現
を
起
点
に
本
作
を
読
み
直
し
、
〈
い
じ
め
〉

と
差
別
の
交
差
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
相
克
へ
の
思
索
を
多
く
含
ん
だ
作
品
と
し

て
再
評
価
し
て
い
き
た
い
。 

 

⼀ 

︿
い
じ
め
﹀
問
題
と
︿
在
⽇
﹀
問
題 

  

本
作
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

小
学
六
年
生
の
「
麻
由
美
」
の
ク
ラ
ス
に
、「
里
奈
」
と
い
う
生
徒
が
転
校
し

て
く
る
。
当
初
は
、
里
奈
が
退
屈
な
日
々
に
刺
激
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
麻
由
美
で
あ
っ
た
が
、
ク
ラ
ス
の
注
目
を
集
め
、
こ
れ
ま
で
自
身

を
贔
屓
し
て
い
た
担
任
の
「
田
中
」
が
里
奈
に
靡
い
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
、
不
快
感
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
。
教
室
の
空
気
を
読
み
、
自
分
に
お
も
ね

る
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
ら
と
と
も
に
麻
由
美
は
里
奈
に
詰
め
寄
り
、
そ
の
や
り
と
り

の
中
で
里
奈
の
頭
を
強
打
し
、
傷
害
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
。 

 

里
奈
の
怪
我
を
受
け
、
担
任
の
田
中
は
校
長
か
ら
「
い
じ
め
が
あ
っ
た
の
か
、

な
か
っ
た
の
か
」
と
詰
問
さ
れ
る
。
田
中
は
校
長
の
意
図
を
汲
み
「
い
じ
め
は
な

か
っ
た
」
と
明
言
す
る
も
の
の
、
里
奈
が
《
帰
化
し
た
在
日
韓
国
人
》
で
あ
っ
た

事
実
を
知
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
追
及
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

る
。
田
中
は
教
室
に
入
り
「
二
組
に
い
じ
め
が
あ
っ
た
な
ん
て
信
じ
な
い
」「
い

じ
め
で
は
な
く
事
故
だ
っ
た
」
と
涙
な
が
ら
に
語
り
、
甘
美
な
感
傷
に
ひ
た
る
。

そ
し
て
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
も
ま
た
、「
事
故
だ
っ
た
と
思
う
も
の
は
手
を
挙
げ

て
」
と
の
田
中
の
求
め
に
応
じ
、
全
員
が
手
を
挙
げ
る
の
だ
っ
た
。 

 

以
上
が
本
作
の
梗
概
で
あ
る
。
本
作
は
三
人
称
多
元
の
形
式
を
取
り
、
同
級

生
や
教
師
を
含
む
多
数
の
人
物
に
焦
点
化
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
教
室
内
の
人

間
関
係
は
当
初
、
複
雑
な
ま
ま
進
行
す
る
が
、
最
終
的
に
は
、
麻
由
美
が
里
奈
に

怪
我
を
負
わ
せ
る
出
来
事
に
よ
り
「
麻
由
美
：〈
い
じ
め
加
害
者
〉
／
里
奈
：〈
い

じ
め
被
害
者
〉
」
の
構
図
へ
と
収
束
す
る
。
し
か
し
、
改
め
て
本
文
を
読
ん
で
み
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（ 

8 

）



 
 

る
と
、
名
詞
と
し
て
の
用
法
〈
い
じ
め
〉
が
出
現
す
る
の
は
里
奈
へ
の
傷
害
を
経

て
問
題
が
大
き
く
な
っ
た
一
六
三
頁
以
降
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
作
中
の
出

来
事
が
〈
い
じ
め
〉
に
確
定
し
た
か
に
思
わ
れ
た
作
品
終
盤
、
里
奈
が
《
帰
化
し

た
在
日
韓
国
人
》
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
じ
め
て
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

様
子
は
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
追
及
を
過
剰
に
恐
れ
る
担
任
・
田
中
の
姿
と
と
も

に
示
さ
れ
る
。 

 

そ
れ
よ
り
も
気
が
か
り
な
の
は
、
田
中
が
快
諾
し
た
あ
と
に
教
頭
が
冗
談

め
か
し
て
、
安
田
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
で
す
ね
、
前
の
学
校
で
は
校
長
の

勧
め
に
従
っ
て
転
校
に
同
意
し
た
け
れ
ど
、
も
し
新
し
い
学
校
で
も
い
じ

め
に
遭
っ
た
ら
も
う
泣
き
寝
入
り
は
し
ま
せ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ

う
く
れ
ぐ
れ
も
お
願
い
し
ま
す
、
と
い
わ
れ
ち
ゃ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
、

い
じ
め
で
自
殺
さ
れ
て
テ
レ
ビ
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
る
の
だ
け
は
ひ
と

つ
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
よ
、
わ
た
し
か
ら
も
こ
の
通
り
で
す
、
と
頭
を
下

げ
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
に
挨
拶
を
し
に
き
た
母
親
は
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
、
と
い
っ
た
き
り
ひ
と
言
も
口
を
き
こ
う
と
し
な

か
っ
た
。
さ
っ
き
校
長
か
ら
帰
化
し
た
在
日
韓
国
人
だ
と
告
げ
ら
れ
た
こ

と
も
田
中
の
不
安
を
強
く
掻
き
立
て
た
。
い
じ
め
に
差
別
が
加
わ
れ
ば
、

た
と
え
傷
害
に
過
ぎ
な
く
て
も
マ
ス
コ
ミ
は
放
っ
て
お
か
な
い
だ
ろ
う
。 

（
一
六
五―

一
六
六
頁
） 

 

本
作
に
て
、
明
確
に
〈
在
日
〉
の
文
脈
が
提
示
さ
れ
る
の
は
引
用
部
の
み
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
い
か
な

る
把
握
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
。 

《
少
な
く
と
も
、
こ
の
小
説
は
い
じ
め
や
加
害
者
側
を
一
方
的
に
裁
断
す
る
姿

勢
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
所
に
あ
る
》

（

９

）

、《
い
じ
め
を
行
う
側
、
い
じ
め
ら
れ
る
側
の

心
理
を
正
確
に
な
ぞ
る
》

（
１
０
）

と
い
っ
た
評
言
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
い
じ
め
〉
の
枠
組

み
に
即
し
て
、
被
害
者
心
理
の
み
な
ら
ず
加
害
者
心
理
を
描
き
出
し
た
点
を
評

価
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、《
「
潮
合
い
」
は
、
作
者
の
い
じ
め
体
験
が
反
映

さ
れ
た
小
説
で
あ
る
》

（
１
１
）

と
、
作
者
自
身
の
語
っ
た
〈
い
じ
め
〉
体
験
と
の
共
通
性

を
指
摘
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
作
者
自
身
、〈
在
日
〉

の
出
自
に
対
し
侮
蔑
の
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
た
体
験
を
語
っ
て
い
る
。 

 

だ
れ
に
も
韓
国
人
だ
と
い
っ
て
い
な
い
の
に
、
「
ナ
ン
ト
ォ
カ
ジ
ー
ン
」

「
お
ま
え
ん
ち
は
国
勢
調
査
は
あ
る
の
か
っ
て
お
母
さ
ん
が
い
っ
て
た

ぞ
」「
カ
ン
コ
ク
人
は
自
分
の
国
に
帰
れ
！
」
と
砂
場
の
砂
を
つ
か
ん
で
な

げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
１
２
） 

 

し
か
し
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
体
験
と
本
作
に
提
示
さ
れ
て

い
る
事
象
と
で
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
作
で

は
、
登
場
人
物
の
誰
か
ら
も
〈
在
日
〉
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
し
た
田
中
の
独
白
部
分
で
も
、
作
中
の
事

象
が
「
本
当
は
〈
い
じ
め
〉
で
は
な
く
差
別
で
あ
っ
た
の
だ
と
明
か
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
記
述
の
周
辺
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
実
に
迫
っ
て
み

た
い
。
ま
ず
は
、
先
の
引
用
の
直
前
に
置
か
れ
た
、
田
中
と
校
長
に
よ
る
会
話
を

読
み
直
し
て
み
よ
う
。 
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（
10
）

（
11
）

（
12
）



 
 

「
い
じ
め
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た
か
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
こ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
田
中
先
生
」
校
長
は
柔
和
な
表
情
を
崩

さ
ず
穏
便
に
対
処
し
よ
う
と
決
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
顔
に
は
頑
迷

さ
が
顕
わ
れ
て
い
る
。 

「
な
か
っ
た
、
と
思
い
ま
す
」 

「
な
か
っ
た
、
そ
う
は
っ
き
り
報
告
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
い
い

ん
で
す
ね
。
で
も
ね
、
田
中
先
生
、
今
回
の
安
田
さ
ん
の
怪
我
、
い
じ
め

じ
ゃ
な
い
と
い
い
切
れ
る
ん
で
す
か
？ 

い
じ
め
が
起
き
た
？
」（
中
略
） 

「
そ
う
で
は
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
い
や
、
い
じ
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

そ
う
思
い
ま
す
」
こ
れ
以
外
の
返
事
は
あ
り
え
な
い
。 

（
一
六
三―

一
六
四
頁
） 

  

こ
の
会
話
が
浮
か
び
上
げ
て
い
る
の
は
、
麻
由
美
か
ら
里
奈
へ
の
傷
害
に
よ

り
決
定
的
と
な
っ
た
か
に
見
え
る
〈
い
じ
め
〉
の
存
在
を
学
校
ぐ
る
み
で
否
認

／
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
教
師
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
《
い
じ
め
は

な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
よ
う
と
す
る
教
師
た
ち
の
隠
蔽
の
論
理
も
同
時
的
に
描

い
て
い
る
》

（
１
３
）

と
言
及
さ
れ
て
き
た
通
り
、
実
際
の
社
会
問
題
で
も
早
期
か
ら
問

題
化
さ
れ
て
い
た
「
〈
い
じ
め
〉
を
隠
蔽
す
る
学
校
」
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

た
だ
し
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
「
明
ら
か
に
〈
い
じ
め
〉
は
あ
っ
た

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
事
実
を
保
身
の
た
め
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
学

校
へ
の
批
判
意
識
」
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
っ
て
お
き
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
作
品
の
序
盤
に
て
「
〇
〇
で
あ
る
か
、
〇
〇
で
は
な
い
か
」
と
い
う

二
項
対
立
的
な
思
考
法
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
語
り
が
、
生
徒
た
ち

の
加
害
意
識
に
入
り
込
む
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
純
一
が
Ｏ‐

１
５
７
だ
と
い
う
噂
は
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
。

今
朝
も
授
業
が
は
じ
ま
る
前
に
香
織
た
ち
と
、
純
一
が
登
校
し
て
き
た
ら

席
を
替
え
て
も
ら
い
た
い
と
田
中
に
い
う
べ
き
か
相
談
し
た
の
だ
が
、
純

一
の
う
し
ろ
の
席
の
ち
な
み
が
、
で
も
Ｏ‐

１
５
７
じ
ゃ
な
い
っ
て
い
わ

れ
た
ら
ど
う
す
る
？ 

と
い
い
出
し
た
。
結
論
は
わ
た
し
が
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
麻
由
美
は
唇
を
舐
め
な
が
ら
思
案
し
た
。
絶
対
に
Ｏ‐

１

５
７
じ
ゃ
な
い
っ
て
証
明
で
き
る
ん
で
す
か
？ 

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

か
。
（
一
三
六
頁
） 

 

傍
線
部
の
よ
う
な
加
害
意
識
を
通
し
、
純
一
に
「
Ｏ‐

１
５
７
」
の
感
染
者
で

あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
排
除
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
様
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
面
を
通
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
、
純
一
が
Ｏ‐

１
５
７
で
は
な

、
、
、

い、
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
性
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

純
一
と
関
わ
る
に
あ
た
り
「
Ｏ‐

１
５
７
で
あ
る
か
、
Ｏ‐

１
５
７
で
は
な
い

か
」
と
い
う
二
項
対
立
を
あ
た
か
も
至
上
命
題
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
選
択
に

よ
っ
て
純
一
へ
の
加
害
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
の
愚
か
し
さ

が
戯
画
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
作
で
は
、「
〇

〇
で
あ
る
か
、
○
○
で
は
な
い
か
」
と
い
う
二
項
対
立
を
絶
対
化
す
る
こ
と
へ

の
批
判
意
識
が
早
く
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

（
１
４
） 

 

そ
し
て
、
麻
由
美
の
《
絶
対
に
Ｏ‐

１
５
７
じ
ゃ
な
い
っ
て
証
明
で
き
る
ん

で
す
か
？
》
と
の
質
問
は
、
先
の
引
用
箇
所
に
て
校
長
か
ら
発
せ
ら
れ
る
《
今
回

の
安
田
さ
ん
の
怪
我
、
い
じ
め
じ
ゃ
な
い
と
い
い
切
れ
る
ん
で
す
か
？
》
と
の
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）

（
14
）



 
 

詰
問
に
相
似
形
を
為
す
も
の
と
し
て
読
め
る
。
な
ら
ば
、
教
師
た
ち
の
会
話
を

通
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
「
〈
い
じ
め
〉
で
あ
っ
た
の
か
、〈
い
じ
め
〉
で
は

な
か
っ
た
の
か
」
の
ど
ち
ら
か
に
事
態
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
思
考
法
自
体
へ

の
違
和
を
示
す
批
評
意
識
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
本
作
で
は
、
そ
の
批

評
意
識
と
同
時
に
、
先
に
見
た
〈
在
日
〉
問
題
へ
の
接
続
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
り
テ
ク
ス
ト
内
部
に
何
が
起
き
て
お
り
、
ど
の

よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
よ
り
詳

し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

⼆ 

︿
い
じ
め
﹀
の
構
築 

  

本
作
に
て
生
徒
た
ち
は
、
最
終
的
に
「
麻
由
美
：〈
い
じ
め
加
害
者
〉
／
里
奈
：

〈
い
じ
め
被
害
者
〉
」
の
構
図
へ
と
収
束
す
る
。
し
か
し
、
個
々
の
体
験
を
見
て

み
る
と
、
そ
の
構
図
と
は
別
様
に
展
開
さ
れ
た
も
の
も
多
々
あ
っ
た
。 

 

た
と
え
ば
麻
由
美
は
、
転
校
生
の
里
奈
に
当
初
か
ら
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
里
奈
に
抱
く
関
心
の
背
後
に
は
、
決
し
て
円
満
と

は
い
え
な
い
家
族
と
の
関
わ
り
の
記
憶
が
潜
在
し
て
い
る
。
次
の
引
用
か
ら
は
、

特
に
兄
か
ら
受
け
た
暴
力
が
里
奈
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
く
影
を

落
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。 

 

こ
ん
な
思
い
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
味
わ
わ
さ
れ
て
き
た
。
お
兄
ち
ゃ
ん
が

い
つ
も
得
を
し
て
た
、
ど
ん
な
に
お
兄
ち
ゃ
ん
に
い
じ
め
ら
れ
て
も
お
母

さ
ん
は
わ
た
し
を
庇
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
思
う
と
麻
由
美
は
悔
し

さ
で
涙
が
滲
ん
で
き
た
。
麻
由
美
は
小
学
校
に
入
っ
た
ら
絶
対
に
損
を
し

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
た
。
損
す
る
の
は
弱
い
か
ら
だ
と

兄
に
教
わ
っ
た
の
だ
。
（
一
五
一
頁
） 

 

傍
線
部
に
て
、
麻
由
美
か
ら
里
奈
へ
の
傷
害
が
起
き
る
以
前
に
「
い
じ
め
ら

れ
る
」
の
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
兄
に
対
す
る
被
害

意
識
と
、
そ
の
被
害
を
家
族
か
ら
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
孤
独
感
と
が
、
麻
由
美

の
裡
に
《
損
を
す
る
の
は
弱
い
か
ら
だ
》
と
い
う
強
迫
観
念
を
植
え
付
け
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
５
） 

 

ま
た
、
麻
由
美
か
ら
里
奈
へ
の
把
握
が
、《
台
無
し
に
な
り
そ
う
だ
っ
た
今
日

一
日
に
良
い
変
化
を
も
た
ら
す
兆
し
》（
一
三
二
頁
）
か
ら
《
と
ん
で
も
な
い
厭

な
も
の
、
自
分
を
む
か
つ
か
せ
る
厄
介
事
を
持
ち
込
ん
で
き
た
》（
一
三
六―

一

三
七
）
存
在
へ
と
移
り
変
わ
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
教
師
の
田
中
か
ら
受
け
て

い
た
性
暴
力
の
記
憶
が
過
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。 

 

わ
た
し
が
里
奈
を
気
に
し
て
い
る
の
も
、
男
子
た
ち
が
妙
に
そ
わ
そ
わ
し

て
い
る
の
も
単
に
転
校
生
だ
か
ら
で
は
な
い
、
目
立
つ
か
ら
だ
！ 

モ
デ

ル
の
仕
事
を
し
て
た
ら
ど
う
し
よ
う
、
あ
れ
だ
け
き
れ
い
だ
っ
た
ら
可
能

性
が
あ
る
、
だ
か
ら
あ
あ
や
っ
て
気
ど
っ
て
る
ん
だ
。
麻
由
美
は
、
田
中

が
嬉
し
そ
う
に
手
を
揉
ん
だ
の
は
里
奈
が
美
人
だ
っ
た
か
ら
だ
と
気
づ

い
て
か
っ
と
し
た
。
と
き
ど
き
自
分
に
す
る
よ
う
に
何
気
な
い
素
振
り
で

里
奈
の
胸
や
尻
を
撫
で
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
途
端
、
躰
中
の
血
が

全
部
頭
に
流
れ
込
ん
だ
よ
う
で
気
絶
し
そ
う
だ
っ
た
。
（
一
三
七
頁
） 

 

こ
こ
で
麻
由
美
は
、
田
中
か
ら
の
性
暴
力
を
被
害
と
は
捉
え
ず
、
専
ら
「
女
性
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（
15
）



 
 

と
し
て
の
魅
力
」
に
よ
り
注
目
を
浴
び
る
契
機
と
捉
え
て
い
る
。
家
庭
内
で
の

麻
由
美
の
立
場
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
家
庭
で
の
孤
独
感
が
注
目
を
浴
び
る
欲
望

に
転
化
し
、
暴
力
へ
の
認
知
を
歪
め
て
い
る
可
能
性
も
推
測
で
き
よ
う
。
最
終

的
に
は
里
奈
へ
の
〈
い
じ
め
〉
加
害
へ
と
収
束
す
る
行
為
の
背
後
で
、
麻
由
美
は

こ
う
し
た
暴
力
的
な
文
脈
を
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
麻
由
美
の
行
為
を
咎
め
よ
う
と
す
る
生
徒
の
姿
も
描
き
込
ま
れ
て

い
る
。
男
子
生
徒
の
「
浩
一
」
は
、〈
い
じ
め
自
殺
〉
に
ま
つ
わ
る
認
識
枠
組
み

を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。 

 

「
麻
由
美
を
怒
ら
し
た
ら
あ
き
ま
へ
ん
で
、
殺
さ
れ
る
が
な
」
浩
一
が
い

っ
た
が
、
誰
も
笑
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
将
来
吉
本
興
業
に
入
っ
て
お
笑
い

タ
レ
ン
ト
に
な
る
の
だ
と
吹
聴
し
て
い
て
、
い
つ
も
怪
し
げ
な
関
西
弁
を

使
っ
て
い
る
。 

「
自
殺
す
る
ん
な
ら
、
遺
書
に
わ
て
の
名
前
は
書
か
ん
と
い
て
ぇ
な
、
ほ

ん
ま
や
で
」
（
一
四
一―

一
四
二
頁
） 

  

傍
線
部
の
発
言
は
、
単
に
状
況
を
面
白
が
り
、
茶
化
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
作
品
終
盤
で
は
、
田
中
の
《
事
故
だ
っ
た
と
思
う
も
の
、

手
を
挙
げ
て
》
と
の
要
求
に
対
し
《
泣
く
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
よ
、
浩
一
は
は
っ
き
り
と

し
な
い
怒
り
を
抑
え
て
上
目
遣
い
で
様
子
を
窺
っ
た
。
な
ん
だ
み
ん
な
手
を
挙

げ
る
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
か
、
少
し
ず
つ
顔
を
ず
ら
し
て
体
育
館
の
裏
に
い
た
生
徒
た

ち
を
見
た
。
手
が
ど
ん
ど
ん
挙
が
り
、
な
ん
だ
み
ん
な
か
よ
、
と
思
っ
た
と
き
浩

一
は
す
っ
と
手
を
伸
ば
し
た
》
と
、
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
良
心
的
な
反

応
が
示
さ
れ
る
（
一
六
七
頁
）
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
浩
一
は
自
身
の
加

害
性
を
自
覚
し
、
暴
力
的
な
状
況
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
浩
一
の
認
識
が
教
室
に
定
着
す
る
こ
と
は
全
く
な

く
、
生
徒
た
ち
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
認
識
を
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
生

き
て
い
く
の
で
あ
る
。 

以
上
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
麻
由
美
か
ら
里
奈
へ
の
傷
害
が
起
き
教
師

に
よ
り
〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み
が
持
ち
込
ま
れ
る
以
前
に
は
、
麻
由
美
か
ら
里
奈

へ
の
〈
い
じ
め
〉
に
限
ら
な
い
様
々
な
加
害
性
と
被
害
性
が
教
室
内
に
混
淆
し

て
い
た
事
実
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
〈
い
じ
め
〉
と
捉
え
る
視
線
は
一
部
に
存
在

し
て
も
、
そ
れ
が
支
配
的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
状
況
で
あ
る
。
こ

う
し
た
教
室
の
様
相
が
〈
い
じ
め
〉
の
文
脈
へ
と
画
一
化
す
る
こ
と
が
な
ぜ
可

能
で
あ
っ
た
の
か
。 

そ
れ
は
、〈
い
じ
め
〉
が
良
く
も
悪
く
も
当
事
者
性
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。〈
い
じ
め
〉
の
社
会
問
題
化
に

よ
り
、
そ
れ
ま
で
は
一
部
の
「
問
題
児
」
に
限
定
さ
れ
る
事
象
と
捉
え
ら
れ
て
き

た
問
題
行
動
群
が
、
学
校
空
間
の
誰
も
が
無
関
係
で
は
な
い
暴
力
と
し
て
可
視

化
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
化
に
ま
つ
わ
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
教
育
社
会
学
者
の

山
本
雄
二
が
、
森
田
洋
司
、
清
永
賢
二
の
両
者
に
よ
り
早
期
に
提
唱
さ
れ
た
「
い

じ
め
の
四
層
構
造
」
理
論
を

（
１
６
）

参
照
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。 

 

１
９
８
６
年
に
著
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
い
じ
め
集
団
の
四
層
構
造
論
」

は
各
方
面
に
影
響
を
あ
た
え
、
ま
た
多
く
の
文
献
に
引
用
さ
れ
る
な
ど
、

い
ま
や
い
じ
め
理
解
の
定
説
と
な
っ
た
観
が
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は

こ
れ
が
い
じ
め
を
学
校
問
題
と
し
て
認
識
す
る
論
拠
を
提
供
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
四
層
構
造
論
」
は
い
じ
め
の
あ
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る
学
級
の
す
べ
て
の
生
徒
を
言
説
編
成
上
、
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
四
層
構
造
論
」
以
降
、
自
分
の
ク
ラ
ス
に
い
じ
め
の
発
生
を
聞
い
て
、

そ
れ
と
無
縁
で
い
ら
れ
る
生
徒
は
論
理
の
上
で
１
人
も
い
な
く
な
っ

た
。

（
１
７
） 

 

「
い
じ
め
の
四
層
構
造
」
理
論
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
〈
い
じ
め
〉
理
解
が
浸
透

し
て
い
く
と
と
も
に
、
教
室
空
間
に
〈
い
じ
め
〉
と
無
関
係
な
者
は
一
人
と
し
て

存
在
し
な
く
な
る
よ
う
な
論
理
／
倫
理
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ま
で
「
い
や
が
ら
せ
」「
子
ど
も
の
け
ん
か
」
等
と
称
さ
れ
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
た
暴
力
へ
の
取
り
組
み
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
た
意
義
は
決
し
て
過

小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
一
方
で
、
こ
う
し
た
〈
い
じ
め
〉
理
解
が
あ

く
ま
で
も
事
後
的
に
出
来
事
を
解
釈
す
る
こ
と
で
し
か
為
さ
れ
づ
ら
い
問
題
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

教
育
社
会
学
者
の
北
澤
毅
は
後
年
、
同
じ
く
「
い
じ
め
の
四
層
構
造
」
理
論
に

つ
い
て
《
い
じ
め
を
「
教
室
の
病
い
」
と
捉
え
、
生
徒
た
ち
を
「
加
害
者
」「
被

害
者
」「
観
衆
」「
傍
観
者
」
と
い
う
四
類
型
に
分
類
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
教

室
内
で
行
わ
れ
て
い
る
あ
る
相
互
行
為
が
「
い
じ
め
で
あ
る
」
こ
と
を
全
員
（
少

な
く
と
も
四
類
型
に
分
類
可
能
な
全
員
）
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

う
え
で
、
教
室
内
の
生
徒
た
ち
の
そ
の
状
況
へ
の
関
わ
り
方
が
類
型
化
さ
れ
て

い
る
と
理
解
で
き
る
は
ず
だ
》

（
１
８
）

と
、
そ
の
理
論
的
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ

ま
り
「
い
じ
め
の
四
層
構
造
」
は
、
あ
る
暴
力
が
〈
い
じ
め
〉
で
あ
っ
た
と
い
う

理
解
が
共
有
さ
れ
た
後
の
時
点
で
の
分
析
に
は
効
力
を
発
揮
す
る
反
面
、〈
い
じ

め
〉
で
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
時
点
で
存
在
し
て
い
た
文
脈
の

多
く
を
捨
象
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
１
９
） 

 

本
作
の
中
で
生
じ
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
麻
由
美
か
ら
里
奈
へ
の
傷
害
が
起
き
る
以
前
に
は
、
登
場
人
物

の
そ
れ
ぞ
れ
が
別
様
な
文
脈
を
生
き
て
い
た
こ
と
は
本
節
に
て
見
て
き
た
通
り

で
あ
る
。
し
か
し
、〈
い
じ
め
〉
と
い
う
認
識
枠
組
み
を
事
後
的
に
提
供
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
員
が
「
麻
由
美
：〈
い
じ
め
加
害
者
〉
／
里
奈
：〈
い
じ
め

被
害
者
〉
」
で
あ
る
出
来
事
の
当
事
者

、
、
、
に
な
っ
た

、
、
、
、
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
前
節
に
示
し
た
よ
う
に
「
〇
〇
で
あ
る
か
、
○
○
で
は
な
い
か
」
と

い
っ
た
二
項
対
立
を
絶
対
化
す
る
こ
と
へ
の
批
評
意
識
を
本
作
に
見
出
す
な
ら

ば
、
本
作
が
最
も
主
眼
を
置
き
戯
画
化
し
て
い
る
の
も
こ
の
点
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
本
作
は
、
決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
様
々
な
文
脈
が
〈
い

じ
め
〉
の
物
語
へ
と
一
本
化
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
批
判
意
識
を
示
し
て
い
る

の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
作
へ
の
《
い
じ
め
を
行
う
側
、
い
じ
め
ら
れ
る
側
の

心
理
を
正
確
に
な
ぞ
る
》
と
い
っ
た
把
握
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
。
本
作
が

可
視
化
し
て
い
る
の
は
、〈
い
じ
め
〉
と
は
別
種
の
文
脈
で
稼
働
し
て
い
た
種
々

の
暴
力
性
が
、
外
部
か
ら
認
識
枠
組
み
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
単
一
の

〈
い
じ
め
〉
物
語
へ
と
事
後
的
に
編
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
様
な
の
で
あ
る
。 

で
は
、
こ
う
し
た
物
語
化
に
よ
り
捨
象
さ
れ
た
文
脈
と
は
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か
。
最
後
に
次
節
に
て
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
別
の
文
脈
に
関
す

る
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。 

 

三 

︿
い
じ
め
﹀
と
差
別 

 

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
作
に
浮
上
す
る
〈
在
日
〉
問
題
の
文
脈
は
、
唐
突

か
つ
中
途
半
端
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
特
に
里
奈
の
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側
の
事
情
を
見
る
こ
と
に
よ
り
考
え
て
い
き
た
い
。 

里
奈
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
《
高
度
な
攻
撃
誘
発
性
を
帯
び
た
子
は
、
む
し

ろ
、
い
じ
め
を
誘
発
す
る
〈
問
題
児
〉
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ
け
な

の
だ
ろ
う
》

（
２
０
）

、《
里
奈
も
ま
た
観
念
の
世
界
を
生
き
て
、
と
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

外
か
ら
の
圧
力
（
い
じ
め
）
か
ら
身
を
守
る
術
で
あ
っ
た
》

（
２
１
）

と
い
っ
た
分
析
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
被
傷
性
に
着
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
分
析
を
ふ

ま
え
、
里
奈
に
焦
点
化
さ
れ
た
箇
所
を
読
ん
で
み
る
と
、
総
じ
て
、
そ
の
行
動
原

理
が
明
確
に
は
明
か
さ
れ
な
い
と
い
う
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
で
は
、
こ
の
特

徴
と
被
傷
性
の
問
題
と
を
併
せ
て
考
え
た
と
き
、
里
奈
の
背
景
は
い
か
に
推
測

で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

た
と
え
ば
、
転
校
の
理
由
に
つ
い
て
麻
由
美
た
ち
に
詰
め
寄
ら
れ
る
場
面
で

は
、
次
の
よ
う
な
自
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
あ
た
し
た
ち
の
ク
ラ
ス
に
入
り
た
か
っ
た
ら
さ
、
ち
ゃ
ん
と
い
い
な
さ

い
よ
ね
。
ど
う
し
て
転
校
し
て
き
た
の
、
転
校
し
て
き
た
理
由
教
え
て
く

れ
る
？
」
麻
由
美
が
腰
を
屈
め
て
下
か
ら
睨
め
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
っ

た
。
里
奈
は
こ
た
え
ら
れ
ず
わ
ず
か
に
首
を
傾
げ
た
。
（
中
略
） 

 

里
奈
は
理
由
を
い
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
（
一
五
八
頁
） 

  

里
奈
は
麻
由
美
た
ち
か
ら
の
質
問
を
頑
な
に
拒
絶
す
る
。
ま
た
、
別
の
箇
所

で
も
《
前
の
学
校
で
い
じ
め
に
遭
っ
て
転
校
し
て
き
た
》（
一
六
五
頁
）
こ
と
は

示
さ
れ
る
も
の
の
、
当
の
〈
い
じ
め
〉
の
内
実
や
背
景
は
一
切
、
明
か
さ
れ
な

い
。
同
様
に
、
家
の
場
所
を
教
え
る
よ
う
麻
由
美
た
ち
か
ら
詰
め
寄
ら
れ
た
際

に
も
、
そ
れ
を
明
か
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
（
一
三
九―

一
四
〇
頁
）
。 

里
奈
が
こ
の
よ
う
に
転
校
の
理
由
や
家
の
場
所
を
語
り
た
が
ら
な
い
背
景
に
、

〈
在
日
〉
と
し
て
里
奈
の
家
庭
に
向
け
ら
れ
て
い
た
差
別
が
あ
る
の
で
は
、
と

推
測
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
２
２
）

里
奈
の
被
傷
性
は
、
個
人
の
資
質

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
環
境
要
因
を
考
慮
に
入
れ
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
麻
由
美
た
ち
に
詰
め
寄
ら
れ
る
場
面
に
示
さ
れ

る
《
里
奈
は
追
っ
て
き
た
麻
由
美
の
目
を
見
て
何
を
い
っ
て
も
無
駄
だ
と
思
っ

た
。
こ
ん
な
目
は
何
度
も
見
た
。
ど
の
学
校
に
転
校
し
よ
う
が
、
き
っ
と
み
ん
な

同
じ
顔
を
し
て
い
る
。
で
も
ど
う
し
て
自
分
だ
け
違
う
顔
を
し
て
い
る
の
か
里

奈
に
は
わ
か
ら
な
い
》（
一
六
一
頁
）
と
い
っ
た
自
意
識
か
ら
は
、
自
分
が
何
ら

か
の
理
由
で
排
除
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
識
し
て
い
て
も
、
〈
在
日
〉

の
出
自
に
つ
い
て
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
伺
え
る
。 

一
方
、
麻
由
美
の
自
意
識
を
見
て
み
る
と
、
転
校
生
が
来
た
こ
と
を
知
り
、
麻

由
美
は
《
北
海
道
か
沖
縄
か
ら
転
校
し
て
き
た
な
ら
よ
か
っ
た
の
に
。
ア
メ
リ

カ
人
な
ら
も
っ
と
い
い
。
英
語
を
教
え
て
も
ら
え
る
し
、
家
に
遊
び
に
き
て
も

ら
え
ば
お
母
さ
ん
だ
っ
て
喜
ぶ
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
ア
メ
リ
カ
人
と
手
を
繋

い
で
歩
け
ば
誰
だ
っ
て
驚
く
。
み
ん
な
振
り
返
っ
て
、
ね
ぇ
、
あ
の
子
、
ア
メ
リ

カ
人
と
お
友
だ
ち
な
の
よ
、
英
語
が
し
ゃ
べ
れ
る
ん
だ
、
外
人
と
仲
良
く
な
る

な
ん
て
あ
の
子
偉
い
わ
ね
、
と
囁
く
に
決
ま
っ
て
る
》（
一
三
四
頁
）
と
実
に
無

邪
気
な
夢
想
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
観
光
地
や
先
進
国
と
し
て
「
華
や
か
」
な

土
地
へ
の
憧
れ
を
示
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
麻
由
美
は
《
帰
化

し
た
在
日
韓
国
人
》
で
あ
る
里
奈
に
も
同
様
の
羨
望
を
抱
く
だ
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
記
述
か
ら
は
、
作
中
に
は
顕
在
化
し
な
い
も
の
の
、〈
在
日
〉
の
存
在
に
対

し
麻
由
美
が
無
自
覚
の
差
別
意
識
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
見
出
せ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
里
奈
の
出
自
に
関
す
る
示
唆
は
作
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
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る
。
し
か
し
、
作
中
で
里
奈
の
置
か
れ
た
環
境
に
つ
い
て
思
索
す
る
者
は
な
く
、

麻
由
美
が
《
き
っ
と
我
儘
な
ん
だ
ろ
う
、
前
の
学
校
で
悪
い
こ
と
を
し
て
転
校

さ
せ
ら
れ
た
ん
だ
》（
一
三
七
頁
）
と
推
測
し
た
り
、
田
中
が
《
安
田
は
や
っ
ぱ

り
問
題
児
だ
っ
た
の
だ
》（
一
六
五
頁
）
と
吐
露
し
た
り
と
、
専
ら
里
奈
の
個
人

の
資
質
に
の
み
被
害
の
原
因
が
回
収
さ
れ
る
状
況
か
ら
先
に
進
む
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
は
、
里
奈
が
自
身
の
出
自
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
周
囲
の
人
間
が

差
別
意
識
を
自
覚
し
な
い
こ
と
と
が
共
犯
し
、
麻
由
美
た
ち
の
加
害
行
為
の
背

景
が
透
明
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
と
す
ら
考
え
ら
れ
よ
う
。 

個
人
の
資
質
と
し
て
理
解
さ
れ
る
事
象
の
背
後
に
構
造
的
な
差
別
が
潜
在
し

て
い
た
可
能
性
が
本
作
に
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
作
は
、
麻
由
美
か
ら
里
奈

へ
の
〈
い
じ
め
〉
と
し
て
の
物
語
の
背
後
に
、
家
庭
内
暴
力
、
性
暴
力
、〈
在
日
〉

差
別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
要
因
を
含
み
込
ん
だ
複
合
差
別
が
、
当
人
た
ち
の

意
識
し
な
い
と
こ
ろ
で
、〈
い
じ
め
〉
の
形
を
取
っ
て
再
演
さ
れ
て
い
た
可
能
性

を
潜
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
状
況
が
〈
い
じ
め
〉
と
し
て
把

握
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
が
登
場
人
物
の
意
識
に
上
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
筆
者
は
こ
こ
で
、
作
中
に

生
じ
て
い
た
事
象
が
〈
い
じ
め
〉
で
は
な
く

、
、
、
、
、
本
当
は
〈
在
日
〉
差
別
で
あ
る

、
、
、
に

違
い
な
い
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、〈
い
じ
め
〉
の
認
識

枠
組
み
に
よ
っ
て
事
態
が
二
項
対
立
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
り
え
た
の

か
も
し
れ
な
い
差
別
へ
の
思
索
自
体
が
阻
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
を
問
題
に

し
た
い
の
だ
。
作
中
に
生
じ
て
い
る
の
は
、
差
別
が
「
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
か
ら
、
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
も
「
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
か

ら
、
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
も
判
断
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
本
作
が

体
現
し
て
い
る
の
は
、〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
の
み
思
考
さ
れ
る
こ
と

で
、
こ
の
決
定
不
可
能
性
が
誰
か
ら
も
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
あ
り
よ
う
は
、
作
品
に
多
く
差
し
挟
ま
れ
る
、
麻
由
美
と
里
奈
の
目
を

通
し
た
風
景
の
描
写
に
も
体
現
さ
れ
て
い
る
。
本
作
は
、
麻
由
美
と
里
奈
の
双

方
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
《
影
が
無
い
》
校
庭
の
描
写
か
ら
幕
を
開
け
る
（
一
二

九
、
一
三
一
頁
）
。
麻
由
美
は
こ
の
《
影
が
無
い
》
校
庭
の
風
景
か
ら
、
一
匹
だ

け
で
飛
ん
で
い
た
紋
白
蝶
に
石
を
投
げ
た
幼
少
期
の
体
験
を
想
起
す
る
。
こ
の

行
為
に
は
、
紋
白
蝶
を
《
花
畑
に
追
い
返
そ
う
と
》
す
る
麻
由
美
な
り
の
意
図
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
母
親
か
ら
は
《
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
す
る
の
》
と
叱
責
さ
れ

て
し
ま
い
、
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
分
に
《
悔
し
さ
で
胸

が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
》（
一
三
〇
頁
）
。
翻
っ
て
現
在
の
麻
由
美
を
見
て
み
る
と
、

里
奈
に
傷
害
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
際
に
見
た
《
白
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
胸
も
と

に
血
が
赤
く
滲
ん
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
模
様
》
に
つ
い
て
、
一
度
は
《
と
か
げ…

…

》
と
連
想
す
る
も
の
の
（
一
六
三
頁
）
、
作
品
末
尾
で
は
《
麻
由
美
は
里
奈
の

ワ
ン
ピ
ー
ス
の
赤
い
染
み
が
ば
ら
の
花
に
見
え
な
い
こ
と
に
失
望
し
て
い
た
。

ぶ
ど
う…

…

は
っ
ぱ…

…

こ
う
も
り…

…

き
ん
ぎ
ょ…

…

ゆ
う
や
け
ぐ
も…

…

い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
に
見
え
る
が
、
こ
れ
だ
、
と
ぴ
っ
た
り
く
る
も
の
は
思
い

浮
か
ば
な
い
》（
一
六
九
頁
）
と
い
う
自
意
識
へ
と
収
束
し
て
い
る
。
自
分
な
り

の
意
図
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
幼
少
期
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
枠
組
み
に
よ

っ
て
状
況
を
意
味
づ
け
る
こ
と
自
体
を
諦
め
る
よ
う
な
心
情
へ
と
変
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
里
奈
が
《
今
朝
の
校
庭
と
同
じ
影
の
無
い
風
景
を
い
つ

ど
こ
で
見
た
の
か
思
い
出
そ
う
と
し
》（
一
五
七
頁
）
た
結
果
、《
母
親
と
ふ
た
り

で
旅
行
を
し
た
仙
台
の
駅
前
》
を
想
起
し
、《
何
故
あ
ん
な
に
長
い
時
間
自
分
を

ひ
と
り
に
し
た
の
か
、
何
故
あ
の
旅
行
に
父
親
が
こ
な
か
っ
た
の
か
、
今
で
も
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わ
か
ら
な
い
。
里
奈
は
ほ
ん
と
う
に
知
り
た
い
こ
と
は
誰
に
訊
い
て
も
教
え
て

も
ら
え
な
い
と
あ
き
ら
め
て
い
た
。
誰
も
ほ
ん
と
う
の
こ
と
な
ど
何
ひ
と
つ
知

ら
な
い
の
だ
》（
一
六
八
頁
）
と
吐
露
し
て
い
る
こ
と
と
も
重
な
る
。
本
作
で
は
、

特
定
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
事
態
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
へ
の
諦
念
が
、
麻
由
美
と

里
奈
の
心
象
風
景
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
本
作
の
表
現
は
、
先
述
の
よ
う
に
〈
い
じ
め
〉
が

当
事
者
性
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
の
功
罪
を
問
う

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、〈
い
じ
め
〉
表
象
の
中
で
差
別
の
問
題
を
い
か
に
扱
っ

て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の
普
遍
的
な
問
題
提
起
と
も
捉
え
ら
れ

よ
う
。〈
い
じ
め
〉
の
社
会
問
題
化
に
は
、
そ
れ
ま
で
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
暴
力

を
可
視
化
す
る
意
義
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
化
に
よ

り
差
別
の
文
脈
を
不
可
視
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
な
い
の
か
。
本
作
は
、〈
い

じ
め
〉
に
ま
つ
わ
る
そ
の
よ
う
な
危
険
性
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
柳
美
里
「
潮
合
い
」
を
、《
帰
化
し
た
在
日
韓
国
人
》
に
関
す
る
記
述

を
起
点
に
、
潮
流
と
潮
流
と
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
潮
合
い
の
よ
う
に
生
じ
て
い
る

〈
い
じ
め
〉
と
差
別
の
枠
組
み
抗
争
を
示
す
も
の
と
し
て
読
解
し
て
き
た
。
里

奈
の
身
に
起
き
た
暴
力
を
〈
い
じ
め
〉
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
一
様
に
「
当
事

者
」
と
な
っ
た
登
場
人
物
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
数
多
の
文
脈
が

捨
象
さ
れ
、
単
純
な
〈
い
じ
め
〉
理
解
へ
と
画
一
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、

本
稿
に
て
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
枠
組
み
に
よ
り
事

態
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
困
難
を
感
受
し
た
結
果
、
登
場
人
物
た
ち
は

救
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
節
に
見
た
よ
う
な
諦
念
へ
と
行
き
つ
い
て
し
ま

っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
理

解
を
単
純
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
交
差
的
な
文
脈
を
彼

ら
が
共
有
し
、
複
合
差
別
を
浮
か
び
上
げ
る
よ
う
な
形
で
当
事
者
意
識
を
も
つ

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
喚
起
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
本
作
が
戯
画
化
し
た
「
〈
い
じ
め
〉
で
あ
っ
た
の
か
、〈
い
じ
め
〉
で
は
な

か
っ
た
の
か
」
と
い
う
二
項
対
立
を
超
え
、
そ
れ
ら
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い

可
能
性
の
追
及
の
た
め
、〈
い
じ
め
〉
表
象
の
不
可
能
性
も
ま
た
注
意
深
く
検
討

さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

  

注 

 

１ 

「
い
じ
め
」
は
現
代
日
本
に
お
い
て
一
般
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
論
中
に

て
述
べ
る
よ
う
な
構
築
性
を
前
景
化
さ
せ
る
意
図
に
よ
り
、
本
稿
で
は
山
括
弧
を
付

す
表
記
と
し
た
。 

２ 

李
良
枝
「
由
煕
」（
『
群
像
』
第
四
三
巻
第
一
一
号
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
二
四

―

二
五
頁
）
。
引
用
文
中
の
傍
線
、
中
略
、
注
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。 

３ 

鷺
沢
萠
「
君
は
こ
の
国
を
好
き
か
」（
『
君
は
こ
の
国
を
好
き
か
』
新
潮
文
庫
、
二

〇
〇
〇
年
四
月
、
一
二
四
頁
）
。
一
九
九
七
年
初
出
。 

４ 

『
「
子
ど
も
の
自
殺
」
の
社
会
学 

「
い
じ
め
自
殺
」
は
ど
う
語
ら
れ
て
き
た
の
か
』

（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
、
五
九―

六
一
頁
）
。 

５ 

本
作
は
『
小
説
ト
リ
ッ
パ
ー
』
一
九
九
六
年
冬
季
号
（
一
九
九
六
年
一
二
月
）
に

初
出
の
の
ち
、
柳
の
短
編
集
『
家
族
シ
ネ
マ
』
（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
二
月→

講
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談
社
文
庫
、
一
九
九
九
年
九
月
）
お
よ
び
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
い
じ
め
の
時
間
』
（
朝

日
新
聞
出
版
、
一
九
九
七
年
四
月→

新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
に
再
録
さ
れ

た
。
本
文
引
用
は
講
談
社
文
庫
版
『
家
族
シ
ネ
マ
』
に
拠
り
、
引
用
文
の
末
尾
に
括

弧
書
き
で
頁
数
を
示
し
た
。 

６ 

柳
美
里
『
水
辺
の
ゆ
り
か
ご
』（
角
川
文
庫
、
一
九
九
九
年
六
月
、
七
五
頁
）
。
一

九
九
七
年
二
月
初
刊
。 

７ 

川
村
湊
『
生
ま
れ
た
ら
そ
こ
が
ふ
る
さ
と 

在
日
朝
鮮
人
文
学
論
』（
平
凡
社
、
一

九
九
九
年
九
月
、
二
八
二
頁
）
。 

８ 

本
作
は
、
初
出
誌
に
て
組
ま
れ
た
特
集
「
い
じ
め
の
向
こ
う
側
」
の
中
の
小
説
特

集
「
学
校
の
時
間
」
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
際
《
テ
ー
マ
は
学
校
だ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、（
注
：
寄
稿
さ
れ
た
の
は
）
い
じ
め
を
扱
っ
た
作
品
以
外
な
か
っ
た
》（
『
Ｓ

Ｐ
Ａ
！
』
一
九
九
七
年
五
月
二
八
日
号
、
二
五
頁
）
こ
と
を
編
集
部
の
宇
佐
見
貴
子

が
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
片
岡
大
右
は
、
同
特
集
に
掲
載
の
作
品
群
を
《
「
学

校
の
時
間
」
と
い
う
お
題
に
全
員
が
い
じ
め
を
め
ぐ
る
創
作
で
応
え
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
実
を
前
に
し
て
は
、
学
校
生
活
を
め
ぐ
り
い
つ
か
ら
か
共
有
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
注
：
〈
い
じ
め
〉
が
子
ど
も
の
世
界
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
）
通

念
に
作
家
た
ち
が
十
分
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
、
想
像
力
の
い
わ
ば
集
合
的

な
敗
北
の
証
を
そ
こ
に
認
め
な
い
で
い
る
の
は
難
し
い
》（
『
小
山
田
圭
吾
の
「
い
じ

め
」
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か 

現
代
の
災
い
「
イ
ン
フ
ォ
デ
ミ
ッ
ク
」
を
考
え
る
』

集
英
社
新
書
、
二
〇
二
三
年
二
月
、
一
八
〇
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個

別
の
作
品
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
作
品
読
解
を
抜
き
に
し
て
は
判
断
で

き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
〈
い
じ
め
〉
表
象
を
通
し
〈
い
じ
め
〉
概
念

の
構
築
性
そ
の
も
の
を
問
題
化
す
る
作
品
と
し
て
、
本
作
の
再
評
価
を
試
み
た
。 

９ 

中
村
三
春
「
潮
合
い
」
（
川
村
湊
・
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
⑧ 

柳
美
里
』
鼎

書
房
、
二
〇
〇
七
年
二
月
、
五
四
頁
）
。 

10 

榎
本
正
樹
「
柳
美
里
全
著
作
解
題
」
（
『
文
藝
』
第
四
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年

五
月
、
七
六
頁
）
。 

11 
 

康
潤
伊
「
他
者
と
家
族
の
死
角
に―

柳
美
里
『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』
論―

」（
『
早

稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
二
五
号―

二
、
二
〇
一
八
年
三
月
、

二
五
頁
）
。 

12 
 

注
６
に
同
じ
、
一
〇
六―

一
〇
七
頁
。 

13 
 

注
10
に
同
じ
、
七
六
頁
。 

14 
 

康
潤
伊
は
、
柳
美
里
に
向
け
ら
れ
て
き
た
《
「
祖
国
志
向
」
の
有
無
を
問
い
、
「
日

本
人
で
も
韓
国
人
で
も
な
い
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
許
容
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

―
―

あ
た
か
も
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
に
正
解
が
あ
る
か
の
よ
う

に―
―

二
者
択
一
を
迫
っ
て
き
た
批
評
や
批
判
》
（
注
11
に
同
じ
、
二
六
頁
）
に
抗

す
る
作
品
と
し
て
『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』（
一
九
九
八
年
）
を
捉
え
て
い
る
が
、
本

作
に
見
出
さ
れ
る
二
項
対
立
的
な
思
考
法
へ
の
批
判
意
識
を
同
様
の
問
題
提
起
と

し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

15 
 

柳
は
、〈
い
じ
め
〉
の
加
害
者
に
つ
い
て
、
生
野
照
子
、
山
岡
昌
之
、
鈴
木
眞
理
と

の
座
談
会
に
て
《
な
ぜ
「
い
じ
め
」
る
ほ
ど
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
の
か―

―

「
家

庭
」
も
し
く
は
「
学
校
」
の
人
間
関
係
の
中
で
何
ら
か
の
心
理
的
な
圧
迫
が
あ
っ
て

「
い
じ
め
」
を
起
こ
す
の
で
す
か
ら
、「
い
じ
め
」
た
こ
と
を
責
め
た
り
罰
し
た
り
す

る
前
に
、
ま
ず
本
人
の
話
を
丁
寧
に
聞
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
》
（
生
野
照

子
『
人
は
な
ぜ
い
じ
め
る
の
か 

そ
の
病
理
と
ケ
ア
を
考
え
る
』
シ
ー
ビ
ー
ア
ー
ル
、

二
〇
一
三
年
九
月
）
と
述
べ
て
い
る
。
近
年
の
家
族
社
会
学
で
は
家
族
を
《
親
密
圏
》

《
ケ
ア
圏
》《
生
活
圏
》
の
《
偶
発
的
な
重
な
り
合
い
》
と
捉
え
る
視
点
も
提
示
さ
れ

て
い
る
が
（
久
保
田
裕
之
「
家
族
社
会
学
に
お
け
る
家
族
機
能
論
の
再
定
位―

〈
親
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密
圏
〉・〈
ケ
ア
圏
〉・〈
生
活
圏
〉
の
構
造―

」『
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科

紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
、
円
満
で
な
い
家
庭
環
境
を
背
景
に
〈
い
じ

め
〉
の
「
加
害
者
」
と
な
っ
て
い
く
麻
由
美
の
姿
は
、《
ケ
ア
圏
》
と
し
て
の
機
能
を

形
骸
化
さ
せ
た
家
庭
の
問
題
を
〈
い
じ
め
〉
に
即
し
て
提
起
し
た
表
現
と
し
て
も
読

む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

16  

〈
い
じ
め
〉
に
つ
い
て
、
「
被
害
者
」
「
加
害
者
」
の
ほ
か
「
観
衆
」
「
傍
観
者
」
を

取
り
込
み
、
構
造
的
に
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
た
理
論
（
森
田
洋
司
、
清
永

賢
二
『
い
じ
め―

―

教
室
の
病
い
』
金
子
書
房
、
一
九
八
六
年
一
月
）
。 

17 
 

山
本
雄
二
「
言
説
的
実
践
と
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン―

―

い
じ
め
言
説
の
編

成
を
例
に―

―

」（
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
五
九
号
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
、
七
四―

七
五
頁
）
。 

18  

北
澤
毅
『
「
い
じ
め
自
殺
」
の
社
会
学 

「
い
じ
め
問
題
」
を
脱
構
築
す
る
』
（
世
界

思
想
社
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
九
三―

一
九
四
頁
）
。 

19 
 

こ
の
問
題
は
北
澤
毅
、
間
山
広
朗
・
編
『
囚
わ
れ
の
い
じ
め
問
題 

未
完
の
大
津
市

中
学
生
自
殺
事
件
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
九
月
）
に
て
さ
ら
に
追
及
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
研
究
成
果
を
受
け
継
ぐ
も
の
に
、
片
岡
大
右
に
よ
る
前
掲
書
が
あ
る
。
二

〇
二
一
年
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
小
山
田
圭
吾
が
過
去
の
〈
い
じ
め
〉
へ
の
発
言
を

理
由
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
楽
曲
制
作
担
当
を
罷
免
さ
れ
、

社
会
的
な
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
片
岡
は
、
小
山
田
の
発
言

が
記
事
掲
載
の
際
、
露
悪
的
に
編
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
分
析
し
た
う
え
で
、
二
〇

二
一
年
の
「
炎
上
」
が
、
小
山
田
が
か
つ
て
《
「
い
じ
め
紀
行
」
の
取
材
を
引
き
受
け

る
こ
と
で
、
こ
の
「
い
じ
め
物
語
」
の
不
名
誉
な
登
場
人
物
に
な
る
こ
と
に
は
か
ら

ず
も
同
意
し
た
》
こ
と
と
、
日
本
社
会
に
《
そ
こ
で
実
際
に
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
よ

り
も
「
い
じ
め
物
語
」
の
定
型
を
尊
重
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
劣
ら
ず
不
幸
な
囚
わ

れ
が
あ
る
》
こ
と
を
背
景
に
起
き
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
注
８
に
同
じ
、

一
六
四
頁
）
。
ま
た
、〈
い
じ
め
〉
の
枠
組
み
に
よ
り
実
際
の
事
情
か
ら
乖
離
し
た
現

実
が
構
築
さ
れ
て
い
く
様
を
描
き
出
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
福
田
ま
す
み
『
で
っ

ち
あ
げ 

福
岡
「
殺
人
教
師
」
事
件
の
真
相
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
研
究
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
い
じ
め
〉
と
い
う
言
葉
の
も
つ
強
い

拘
束
力
に
よ
り
有
益
な
問
題
提
起
か
ら
外
れ
た
副
作
用
が
生
じ
て
し
ま
う
危
険
性

は
、
様
々
な
事
例
を
も
と
に
さ
ら
に
検
証
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。 

20 
 

注
９
に
同
じ
。 

21 
 

青
嶋
康
文
「
と
じ
る
こ
と
・
ひ
ら
く
こ
と
」
（
『
日
本
文
学
』
第
四
八
巻
第
八
号
、

一
九
九
九
年
八
月
、
三
五―

三
六
頁
）
。 

22 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
作
者
は
《
私
に
は
だ
れ
に
も
決
し
て
あ
か
し
て
は
な
ら
な
い
、

暗
い
穴
ぼ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
用
心
深
く
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
い
つ

か
落
ち
て
し
ま
う
〝
落
と
し
穴
〟
な
の
だ
、
と
思
っ
た
。
友
だ
ち
を
家
に
ま
ね
い
た

こ
と
は
な
い
し
、
父
と
母
を
パ
パ
、
マ
マ
と
い
っ
て
決
し
て
韓
国
語
で
よ
ば
な
か
っ

た
の
は
無
意
識
に
そ
の
穴
ぼ
こ
の
存
在
に
お
び
え
て
い
た
せ
い
だ
》（
注
６
に
同
じ
、

六
〇―

六
一
頁
）
と
、
家
の
場
所
を
明
か
す
こ
と
へ
の
忌
避
感
を
語
っ
て
い
る
。 

 

付
記
：
本
稿
は
、
日
本
社
会
文
学
会
二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月

二
九
日
、
於
・
就
実
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
発
表
に
際
し

て
多
く
の
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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〈いじめ〉と差別の交差／相克


