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一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
８
）
に
答
え
な
さ
い
。

　

当
事
者
主
権
を
う
ち
た
て
る
時
機
が
熟
し
て
い
る
と
、
私
た
ち
が
考
え
る
理
由
が
あ
る
。
全
国
各
地
で
ば
ら
ば
ら
に
動
い
て
き
た
当
事
者
運
動
が
、

よ
う
や
く
ひ
と
つ
の
流
れ
を
作
っ
て
き
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
だ
。

　

い
ま
や
、
専
門
家
よ
り
も
当
事
者
が
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
、
自
分
の
状
態
や
治
療
に
対
す
る
判
断
を
専
門
家
と
い
う

名
の
第
三
者
に
任
せ
な
い
で
、
自
己
決
定
権
を
と
り
も
ど
そ
う
、
と
い
う
動
き
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
起
き
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
「
当
事
者
の
時
代
」

と
呼
ぼ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
社
会
的
な
弱
者
や
少
数
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、「
当
事
者
」
の
名
の
も
と
に
、
同
じ
よ
う
な
動
き
を
見
せ
始
め
た
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
当
事
者
運
動
は
、
直
面
し
て
い
る
問
題
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
似
た
よ
う
な
展
開
を
た
ど
っ
て
き
た
こ
と
も
し
だ
い

に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
お
互
い
の
経
験
を
サ
ン
シ
ョ
ウ
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
ば
ら
ば
ら
に
育
っ
て
き
た
当
事
者
運
動
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
う
ね
り

を
つ
く
り
だ
す
時
代
に
、
私
た
ち
は
立
ち
会
っ
て
い
る
。

　

当
事
者
が
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
と
き
、
ま
っ
さ
き
に
あ
が
る
の
は
「
主
観
的
」
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
の
反
対
が
、「
客
観

的
」
で
あ
り
、
そ
の
判
定
を
す
る
の
が
専
門
家
や
第
三
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
当
事
者
主
権
の
考
え
方
は
、
何
よ
り
も
こ
の
専
門
家
主
義
へ
の
対

抗
と
し
て
成
立
し
た
。

　

専
門
家
と
は
だ
れ
か
。
専
門
家
と
は
、
当
事
者
に
代
わ
っ
て
、
当
事
者
よ
り
も
本
人
の
状
態
や
利
益
に
つ
い
て
、
よ
り
適
切
な
判
断
を
下
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
第
三
者
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
専
門
家
に
は
、
ふ
つ
う
の
人
に
は
な
い
権
威
や
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

い
う
専
門
家
が
「
あ
な
た
の
こ
と
は
、
あ
な
た
以
上
に
私
が
知
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
に
と
っ
て
、
何
が
い
ち
ば
ん
い
い
か
を
、
私
が
代
わ
っ
て
判
断

し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
を
、パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
温
情
的
庇ひ

護ご

主
義
）
と
呼
ん
で
き
た
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
パ
ー
タ
ー
（
父

親
）
と
い
う
語
源
か
ら
来
て
お
り
、
家
父
長
的
温
情
主
義
と
も
訳
す
。
夫
が
妻
に
「
悪
い
よ
う
に
は
し
な
い
か
ら
、
黙
っ
て
オ
レ
に
つ
い
て
こ
い
」
と

ア
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か
、
母
親
が
受
験
生
の
息
子
に
「
あ
な
た
は
何
も
考
え
な
く
て
い
い
の
よ
、
お
母
さ
ん
が
決
め
て
あ
げ
る
か
ら
」
と
い
う
の
も
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

一
種
で
あ
る
。

　

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
医
療
の
世
界
で
も
っ
と
も
横
行
し
て
き
た
。
し
か
も
医
療
の
世
界
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
制
度
と
法
律
で
守
ら
れ
て

き
た
。
医
療
行
為
は
医
師
資
格
の
あ
る
人
し
か
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
看
護
師
の
看
護
も
「
医
師
の
指
示
の
も
と
で
」
と
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
能
力
が
あ
っ
て
も
、
資
格
の
な
い
人
が
医
療
を
お
こ
な
え
ば
、
違
法
行
為
と
見
な
さ
れ
る
。

　

医
療
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
医
療
モ
デ
ル
を
く
つ
が
え
し
、
医
師
の
専
制
を
、
医
師
と
患
者
に
よ
る
共
同
の
意
思
決
定
に

変
え
て
き
た
。
さ
ら
に
、
医
療
と
介
護
の
分
離
を
め
ざ
し
た
介
護
保
険
は
、
介
護
の
医
療
か
ら
の

A

を
確
立
し
、「
利
用
者
本
位
」
を
う
た
う
こ
と

で
、
当
事
者
の
自
己
決
定
を
う
ち
だ
し
て
き
た
。

　

障
害
者
の
世
界
で
は
、
こ
の
専
門
家
主
義
の
影
響
は
た
い
へ
ん
強
か
っ
た
。
非
障
害
者
で
あ
る
専
門
家
が
「
障
害
」
を
定
義
し
、
等
級
を
つ
け
、
非

障
害
者
に
近
づ
け
る
よ
う
に
リ
ハ
ビ
リ
や
治
療
方
針
を
立
て
、
か
れ
ら
が
適
切
と
考
え
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
お
し
つ
け
て
施
設
収
容
を
ソ
ク
シ
ン
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
障
害
者
は
、
早
い
時
期
か
ら
当
事
者
団
体
を
つ
く
り
、
専
門
家
支
配
に
対
抗
し
て
き
た
。
病
気
と
ち
が
っ
て
治
療
の
対
象
と
な
ら
な

い
「
障
害
」
の
場
合
に
は
、
何
が
自
分
の
ニ
ー
ズ
か
、
自
分
に
と
っ
て
何
が
適
切
か
を
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
当
事
者
自
身
で
あ
る
。
障
害

者
の
ニ
ー
ズ
は
障
害
者
の
数
ほ
ど
千
差
万
別
で
標
準
化
で
き
な
い
。
ま
た
基
準
や
条
件
が
ち
が
え
ば
、
障
害
は
少
し
も
障
害
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
障

害
者
自
身
が
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
た
。
だ
が
、
一
人
ひ
と
り
の
当
事
者
が
、
専
門
家
主
義
と
対
抗
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
当
事
者
が
、
そ
の
多

様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
帯
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
も
あ
る
。
当
事
者
の
時
代
は
、
当
事
者
が
連
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ

さ
れ
た
。

　

医
療
の
専
門
家
主
義
へ
の
対
抗
の
な
か
か
ら
患
者
の
患
者
に
よ
る
、患
者
の
た
め
の
患
者
学
と
い
う
当
事
者
学
も
、生
ま
れ
て
き
た
。
患
者
学
と
は
、

患
者
の
視
点
か
ら
医
療
を
変
え
て
い
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
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医
者
に
医
学
と
い
う
専
門
知
が
あ
る
な
ら
、
患
者
に
患
者
学
と
い
う
当
事
者
の
知
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
経
験
と
デ
ー
タ
に
う
ら
づ

け
ら
れ
た
専
門
知
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
患
者
に
も
当
事
者
の
経
験
の
蓄
積
と
共
有
、
そ
し
て
そ
の
伝
達
が
必
要
と
な
る
。
た
い
が
い
の
患
者
は
、

自
分
自
身
の
こ
と
し
か
知
ら
ず
、
ま
た
患
者
に
な
る
の
は
初
体
験
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
専
門
知
に
対
抗
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
患
者
学
は
当

事
者
経
験
の
共
有
と
言
語
化
を
通
じ
て
、患
者
の
こ
と
は
患
者
自
身
が
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
、専
門
家
は
当
事
者
発
言
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
き
た
。

　

専
門
知
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
問
と
当
事
者
学
と
の
、
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
非
当
事
者
が
当
事
者
を
「
客
体
」
と
し
て
あ
れ
こ
れ
「
客
観

的
」
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
自
身
が
み
ず
か
ら
の
経
験
を
言
語
化
し
、
理
論
化
し
て
、
社
会
変
革
の
た
め
の
「
武
器
」
に
き
た
え
あ
げ
て
い

く
、
と
い
う

B

に
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
な
動
き
を
も
っ
と
大
き
な
規
模
で
実
現
し
た
の
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
女
性
学
で
あ
っ
た
。「
女
と
は
ど
ん
な
生
き
物
か
」
を

め
ぐ
っ
て
古
来
か
ら
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
き
た
男
の
哲
学
者
や
宗
教
家
た
ち
は
た
く
さ
ん
い
た
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
「
女
と
は
ど
ん
な
生
き
物
で
あ
っ
て

ほ
し
い
か
」、「
あ
る
べ
き
か
」
を
め
ぐ
る
、
ご
⑴

つ
ご
う
主
義
的
な
論
議
で
、
女
自
身
の
声
は
長
い
あ
い
だ
、
表
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
女
が
自
分
自

身
の
経
験
を
言
語
化
し
た
の
が
、
女
性
学
の
成
り
立
ち
で
あ
る
。
女
⑵

性
学
と
は
「
女
と
は
何
者
か
」
を
当
事
者
自
身
が
自
己
定
義
す
る
試
み
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
女
や
子
ど
も
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
性
的
少
数
者
や
患
者
な
ど
の
社
会
的
弱
者
と
は
、「
自
己
定
義
権
」
を
奪
わ
れ
て

き
た
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
る
言
葉
は
、聞
く
値
う
ち
の
な
い
言
葉
と
し
て
、専
門
家
か
ら
耳
を
傾
け
て
も
ら
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

専
門
家
は
「
客
観
性
」
の
名
に
お
い
て
、
当
事
者
の
「
主
観
性
」
を
否
定
し
て
き
た
。
当
事
者
学
が
あ
き
ら
か
に
す
る
の
は
、
当
事
者
で
な
く
て
は

わ
か
ら
な
い
こ
と
、
当
事
者
だ
か
ら
こ
そ
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
主
観
的
な
立
場
の
主
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
事
者
主
権
と
は
、
社
会
的

弱
者
の
自
己
定
義
権
と
自
己
決
定
権
と
を
、
第
三
者
に
決
し
て
ゆ
だ
ね
な
い
、
と
い
う
宣
言
で
も
あ
る
。

　

専
門
家
が
「
客
観
性
」
の
名
に
お
い
て
や
っ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
客
観
性
」
や
「

C

」
の
名
の
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も
と
で
、
専
門
家
は
、
現
在
あ
る
支
配
的
な
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
当
事
者
学
は
、
あ
な
た
は
ど
の
立
場
に

立
つ
の
か
、
と
い
う
問
い
を
聞
く
人
に
つ
き
つ
け
る
と
言
っ
て
よ
い
。
社
会
的
弱
者
に
と
っ
て
は
、
あ
な
た
が
「
何
も
し
な
い
こ
と
」

―
不
作
為
の

罪

―
が
、
差
別
の
加
害
者
に
加
担
す
る
結
果
に
な
る
よ
う
に
、
当
事
者
学
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
ど
ん
な
差
別
問
題
に
も
、
非
当
事
者
は
ど
こ
に
も
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
差
別
を
受
け
る
者
が
当
事
者
な
ら
、
他
方
で
差
別
を
つ
く
る
者
も
、
う
ら
が
え
し
の
意

味
で
差
別
の
当
事
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
社
会
は
民
主
主
義
の
社
会
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
多
数
決
民
主
主
義
、
代
表
制
の
間
接
民
主
主
義
の
原
理
の
も
と
に
あ
る
。

当
⑶

事
者
主
権
の
考
え
方
は
、
こ
の
代
表
制
・
多
数
決
民
主
主
義
に
対
抗
す
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
ビ
ッ
ク
リ
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
主
義
に
は
欠
陥
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
代
わ
る
そ
れ
以
上
の
政
治
的
制
度
は
な
い
、

と
信
じ
て
い
る
人
た
ち
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
代
表
制
の
間
接
民
主
主
義
ば
か
り
が
民
主
主
義
で
は
な
い
。
民
主
主
義
に
は
、
直
接
民
主
主
義

や
参
加
民
主
主
義
、そ
し
て
多
数
決
に
よ
ら
な
い
合
意
形
成
の
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。
民
主
主
義
が
多
数
決
原
理
に
拠よ

っ
て
い
る
限
り
は
、人
口
の
約
三
％

と
言
わ
れ
る
障
害
者
は
決
し
て
多
数
派
に
な
れ
ず
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
た
め
に
排
除
さ
れ
抑
圧
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
主
権

の
考
え
方
は
、
第
三
者
や
専
門
家
に
自
分
の
利
益
や
ニ
ー
ズ
を
代
弁
し
て
も
ら
う
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
だ
れ
か
を
代
弁
す
る
こ
と
も
、
だ
れ
か
に
代
弁

さ
れ
る
こ
と
も
拒
否
し
、
私
の
こ
と
は
私
が
決
め
る
、
と
い
う
立
場
が
当
事
者
主
権
だ
か
ら
、
代
表
制
の
民
主
主
義
に
は
な
じ
ま
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
基
準
と
す
る
よ
う
な
「
公
共
性
」
の
理
念
を
組
み
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
性
は
、
少
数
者

の
犠
牲
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
の
立
場
は
、
少
数
者
で
あ
っ
て
も
多
様
性
を
容
認
し
、
他
人
と
違
っ
て
い
て

い
い
権
利
、
違
う
か
ら
と
い
っ
て
差
別
さ
れ
な
い
権
利
を
擁
護
し
て
き
た
。

　

ユ
⑷

ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
考
え
方
は
、
制
度
の
設
計
に
も
用
い
ら
れ
る
。
道
具
だ
け
で
な
く
社
会
の
仕
様
を
、
だ
れ
も
が
障
害
を
障
害
と

感
じ
な
く
て
す
む
よ
う
に
設
計
す
れ
ば
、
社
会
が
「
障
害
者
」
を
つ
く
る
と
い
う
側
面
は
な
く
な
る
。
階
段
に
ス
ロ
ー
プ
を
つ
け
、
建
物
を
バ
リ
ア
フ

リ
ー
に
す
れ
ば
、
ラ
ク
に
な
る
の
は
障
害
者
だ
け
で
は
な
い
。
山
登
り
の
と
き
に
は
、
い
ち
ば
ん
歩
み
の
遅
い
人
に
ペ
ー
ス
を
合
わ
せ
る
。
落ら
く

伍ご

者し
ゃ

を
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ひ
と
り
も
出
さ
ず
に
、
集
団
全
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
も
っ
と
も
大
き
い
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
者
、

D

に
合

わ
せ
て
制
度
設
計
を
す
れ
ば
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
生
き
や
す
く
な
る
。
そ
の
反
対
に
、
現
実
の
社
会
は
、「
平
均
」
や
「
標
準
」
に
合
わ
せ
て
設
計

さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、「
平
均
」
や
「
標
準
」
に
合
う
人
な
ど
ど
こ
に
も
い
な
い
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
「
平
均
」
や
「
標
準
」
と
自
分
を
く
ら

べ
て
ス
ト
レ
ス
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

　

制
度
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
（
普
遍
）
で
あ
る
と
は
、
例
外
が
ひ
と
り
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
当
事
者
主
権
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
い
う
普
遍

は
、
私
ひ
と
り
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
で
ザ
セ
ツ
す
る
、
と
宣
言
で
き
る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
制
度
設
計
の
基
準
を
、
平
均
に
で
は
な
く

D

に
合
わ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
は
多
数
決
を
絶
対
視
し
な
い
。
そ
う
い
う
合
意
形
成
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
を
め
ざ

し
た
い
。

（
中
西
正
司
・
上
野
千
鶴
子
『
当
事
者
主
権
』
に
よ
る
）

ウ
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問
１　

傍
線
部

（ア）
〜
（ウ）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

１

〜

３

。

（
配
点
６
点
）

（ア）

サ
ン
シ
ョ
ウ

１

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

シ
ョ
ウ
グ
ン
に
謁
見
す
る
。

②

作
者
ミ
シ
ョ
ウ
の
作
品
。

③

国
会
を
シ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
す
る
。

④

ニ
ッ
シ
ョ
ウ
時
間
が
短
く
な
る
。

⑤

専
門
家
を
シ
ョ
ウ
ラ
イ
す
る
。

（イ）

ソ
ク
シ
ン

２

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

お
菓
子
を
サ
イ
ソ
ク
す
る
。

②

展
示
品
を
ソ
ク
バ
イ
す
る
。

③

ソ
ク
ド
を
落
と
す
。

④

キ
ソ
ク
に
従
う
。

⑤

身
柄
を
コ
ウ
ソ
ク
す
る
。

（ウ）

ザ
セ
ツ

３

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

異
国
の
文
化
を
セ
ッ
シ
ュ
す
る
。

②

今
年
の
冬
は
コ
ウ
セ
ツ
量
が
多
い
。

③

セ
ッ
ソ
ク
な
方
法
で
失
敗
す
る
。

④

セ
ツ
ド
を
守
っ
て
話
す
。

⑤

交
差
点
を
ウ
セ
ツ
す
る
。
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問
２　

空
欄

A

〜

C

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号

は
一
度
し
か
選
べ
な
い
。
解
答
番
号
は
、
Ａ

４

・
Ｂ

５

・
Ｃ

６

。

（
配
点
９
点
）

①

依
存
性　
　

②　

実
践
性　
　

③　

中
立
性　
　

④　

柔
軟
性　
　

⑤　

自
律
性

問
３　

傍
線
部
⑴
「
ご
つ
ご
う
主
義
的
な
論
議
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

７

。

（
配
点
５
点
）

①

当
事
者
で
あ
る
女
性
を
さ
し
お
い
て
論
者
の
都
合
で
女
性
像
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
。

②

あ
る
重
要
な
個
人
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
女
性
を
理
解
し
議
論
す
る
こ
と
。

③

女
性
の
反
応
を
う
か
が
い
な
が
ら
そ
の
時
の
都
合
で
ほ
め
た
り
け
な
し
た
り
す
る
こ
と
。

④

そ
れ
ま
で
の
女
性
観
を
す
べ
て
排
除
し
都
合
よ
く
女
性
像
を
論
じ
る
こ
と
。

⑤

ど
ん
な
場
合
に
も
、
女
性
の
都
合
を
考
え
た
う
え
で
議
論
す
る
こ
と
。
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問
４　

傍
線
部
⑵
「
女
性
学
と
は
『
女
と
は
何
者
か
』
を
当
事
者
自
身
が
自
己
定
義
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
必
要
な
の

は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

８

。
（
配
点
６
点
）

①

女
性
が
こ
れ
ま
で
表
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
女
自
身
の
経
験
を
言
葉
で
表
し
、
社
会
的
な
秩
序
に
適
応
し
て
い
く
た
め
。

②

女
性
自
身
の
声
を
言
語
化
し
自
己
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
男
性
の
哲
学
者
や
宗
教
家
た
ち
と
対
等
に
論
議
し
て
い
く
た
め
。

③

「
女
と
は
ど
ん
な
生
き
物
か
」
を
男
性
社
会
に
突
き
つ
け
、
弱
者
と
し
て
の
女
性
の
現
実
を
見
つ
め
さ
せ
て
い
く
た
め
。

④

女
性
が
み
ず
か
ら
の
経
験
を
言
語
化
し
、
理
論
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
変
革
の
き
っ
か
け
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
た
め
。

⑤

女
性
学
に
よ
っ
て
「
女
と
は
ど
ん
な
生
き
物
で
あ
っ
て
ほ
し
い
か
」
と
い
う
男
の
願
望
や
論
理
を
打
ち
砕
い
て
い
く
た
め
。

問
５　

傍
線
部
⑶
「
当
事
者
主
権
の
考
え
方
は
、
こ
の
代
表
制
・
多
数
決
民
主
主
義
に
対
抗
す
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

９

。

（
配
点
６
点
）

①

差
別
さ
れ
て
い
る
少
数
者
の
政
治
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
当
事
者
主
権
の
考
え
方
は
、
民
主
主
義
と
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
。

②

他
と
の
違
い
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
と
い
う
当
事
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
考
え
方
は
、多
数
の
人
々
の
幸
福
と
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
。

③

思
想
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
個
人
の
生
き
方
を
束
縛
す
る
当
事
者
主
権
の
考
え
方
は
、
民
主
主
義
と
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
。

④

代
表
制
・
多
数
決
の
た
め
に
こ
そ
民
主
主
義
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、少
数
者
の
当
事
者
主
権
と
い
う
考
え
方
と
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
。

⑤

少
数
派
で
あ
っ
て
も
多
様
性
を
容
認
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
求
め
る
民
主
主
義
と
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
。
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問
６　

傍
線
部
⑷
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
考
え
方
」
と
あ
る
が
、そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

10

。

（
配
点
６
点
）

①

平
均
や
標
準
を
目
標
と
せ
ず
、
少
数
派
の
人
々
に
よ
る
合
意
形
成
を
目
指
す
制
度
の
設
計
の
こ
と
。

②

誰
で
あ
っ
て
も
は
み
出
す
こ
と
な
く
、
例
外
が
ひ
と
り
も
い
な
い
も
の
に
す
る
制
度
の
設
計
の
こ
と
。

③

第
三
者
や
専
門
家
に
自
分
の
利
益
や
ニ
ー
ズ
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
制
度
の
設
計
の
こ
と
。

④

規
格
化
さ
れ
標
準
化
さ
れ
た
制
度
を
否
定
し
、
普
遍
的
な
自
由
を
擁
護
す
る
制
度
の
設
計
の
こ
と
。

⑤

少
数
派
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
目
指
す
制
度
の
設
計
の
こ
と
。

問
７　

空
欄

D

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

11

。

（
配
点
６
点
）

①

「
多
様
な
人
間
性
」

②

「
忘
れ
ら
れ
た
人
々
」

③

「
孤
立
し
た
被
支
配
層
」

④

「
最
後
の
ひ
と
り
」

⑤

「
自
律
す
る
弱
者
」
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問
８　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

12

。

（
配
点
６
点
）

①

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
社
会
的
な
弱
者
や
少
数
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
制
度
と
法
に
よ
る
人
権
の
保
護
や
確
立
を
目

指
し
て
き
た
。

②

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
パ
ー
タ
ー
（
父
親
）
と
い
う
語
源
か
ら
来
て
お
り
、
男
性
の
都
合
に
よ
り
女
性
や
子
ど
も
を
管
理
す
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

③

障
害
者
は
何
が
自
分
の
ニ
ー
ズ
か
、
自
分
に
と
っ
て
何
が
適
切
か
を
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
お
り
、
専
門
家
支
配
に
対
抗
し
、
生
活
に
お

け
る
自
己
決
定
権
を
う
ち
た
て
て
き
た
。

④

現
実
の
社
会
の
「
平
均
」
や
「
標
準
」
に
合
わ
せ
た
普
遍
性
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
可
能
な
だ
け
の
机
上
の
空
論
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑤

当
事
者
主
権
ば
か
り
を
気
に
し
て
い
る
と
、「
平
均
」
や
「
標
準
」
に
合
っ
た
人
々
の
普
遍
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
り
、
集
団
全
体
の
安
全

の
確
保
が
難
し
く
な
る
。
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二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
９
）
に
答
え
な
さ
い
。

　

２
０
０
６
年
４
月
、
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
東
京
・
秋
葉
原
の
デ
ジ
タ
ル
・
ハ
リ
ウ
ッ
ド
大
学
で
「
文
化
外
交
の
新
発
想

―
み
な
さ

ん
の
力
を
求
め
て
い
ま
す
」
と
題
す
る
講
演
を
行
な
い
、
日
本
の
文
化
、
と
り
わ
け
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
の
世
界
へ
の

普
及
に
外
務
省
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
を
、
マ
ン
ガ
好
き
で
知
ら
れ
る
こ
の
大
臣
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。『

日
本
』
と
か
、『
ジ
ャ
パ
ン
』
と
聞
い
て
、『
ぱ
っ
』
と
浮
か
ぶ
イ
メ
ー
ジ
。
そ
れ
が
明
る
い
、
暖
か
い
、
あ
る
い
は
カ
ッ
コ
い
い
と
か
ク
ー
ル
な

も
の
で
す
と
、
長
い
目
で
見
た
と
き
、
日
本
の
意
見
は
そ
れ
だ
け
通
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
外
交
が
じ
わ
り
じ
わ
り
、
う
ま
く

行
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
の
映
画
や
マ
ン
ガ
を
通
じ
て
近
代
的
・

A

な
生
活
様
式
を
学
び
、
戦
前
の
敵
国
に
愛
着
を
抱
く
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
今
日
の
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
世
界
中
に
〝
日
本
フ
ァ
ン
〟
を
増
や
し
、
そ
れ
は
ひ

い
て
は
日
本
の
他
国
と
の
交
渉
を
有
利
に
す
る
こ
と
に
キ
ヨ
す
る
だ
ろ
う

―
こ
う
い
っ
た
日
本
政
府
の
思
惑
が
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い

ま
す
。ご

く
普
通
の
人
々
が
つ
く
る
世
論
と
い
う
も
の
で
、
一
国
の
外
交
が
、
大
き
く
影
響
を
受
け
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
衆
に
浸

透
す
る
た
く
ま
し
い
力
を
も
っ
た
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
、
わ
れ
わ
れ
味
方
に
つ
け
た
い
し
、
つ
い
て
ほ
し
い
わ
け
で
す
。
／
言
い
換
え
ま
す
と

外
交
は
一
面
、
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
競
争
に
な
っ
て
い
ま
す
。
外
交
官
の
占
有
物
で
は
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
あ
り
得
ま
せ
ん
。
広
く
日
本
文
化

に
携
わ
る
人
々
の
力
を
借
り
ず
し
て
は
、
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

講
演
の
な
か
で
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、こ
の
日
⑴

本
政
府
の
文
化
外
交
政
策
の
理
論
的
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、国
⑵

際
政
治
学
者
Ｊ
．
ナ
イ
の
「
ソ

フ
ト
・
パ
ワ
ー
」
論
が
あ
り
ま
す
。
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
は
「
強
制
や
報
酬
で
は
な
く
、
魅
力
に
よ
っ
て
望
む
結
果
を
得
る
能
力
」
の
こ
と
で
す
。
人

ア
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び
と
を
軍
事
力
の
よ
う
な
「
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
」
で
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
支
配
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
の
あ
い
だ
に
圧
倒
的
な
軍
事
力
の

差
が
あ
る
と
き
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
差
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
支
配
さ
れ
る
者
の
抵
抗
（
テ
ロ
や
ゲ
リ
ラ
な
ど
）
を
根
絶
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
も
し
も
支
配
さ
れ
る
者
が
す
る
者
に
好
感
を
も
ち
、
支
配
者
を
積
極
的
に
支
持
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
軍
事
力
に

よ
る

B

な
支
配
よ
り
も
、
は
る
か
に
効
果
的
で
し
ょ
う
。
文
化
は
、
そ
の
よ
う
な
支
配
を
可
能
に
す
る
ソ
フ
ト
な
パ
ワ
ー
（
権
力
）
の
源
泉
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
こ
の
力
は
今
日
で
は
軍
事
力
や
経
済
力
と
ナ
ラ
ん
で
国
際
政
治
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ナ
イ
の
主
張
で
す
。

　

じ
つ
は
、「
政
治
的
支
配
の
手
段
と
し
て
の
文
化
」
と
い
う
視
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
漢
字
の
「
文
化
」
と
い

う
言
葉
の
語
源
が
こ
の
視
点
を
含
ん
で
い
ま
す
。『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
）
に
は
、「
文
化
」
の
第
一
の
意
味
と
し
て
「
刑
罰
威
力
を
用
い
な
い
で
人

民
を
教
化
す
る
こ
と
。
文
治
教
化
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
漢
和
辞
典
や
国
語
辞
典
を
み
る
と
、
こ
の
場
合
の
「
文
」
と
は
文
徳
や
学
問
、
教
育
を

指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
代
以
降
に
話
を
限
定
し
て
も
、
20
世
紀
前
半
に
イ
⑶

タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
Ａ
．
グ
ラ
ム
シ
が
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
概
念
に
よ
っ
て
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
国
家
を
、
支
配
階
級
（
資
本
家
）
が
自
分
た
ち
の
利
害
を
守
る
た
め
、
被
支
配
階
級
（
労
働
者
）
を
力

で
抑
圧
す
る
装
置
と
み
な
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
抑
圧
装
置
と
し
て
の
国
家
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
、
資
本
主
義
が
発
達
し
た
社
会
に
お
け
る

「
力
」
の
性
質
を
う
ま
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
も
国
家
が
単
に
暴
力
的
・
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、多
く
の
人
び
と
が
自
分
た
ち
を
支

配
す
る
政
治
体
制
に
満
足
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
グ
ラ
ム
シ
は
国
家
を
「
政
治
社
会
」
と
「
市
民
社
会
」
と
に
分
け
ま
す
。
政
治
社
会
と
は
人
び
と
を
支
配
す
る
強
制
力
を
も
っ
た
装
置
で
あ

り
、「
抑
圧
装
置
と
し
て
の
国
家
」
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
と
は
別
に
、
国
家
に
は
「
市
民
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
の
力
の
行
使
は
、
強
制
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
学
校
・
家
族
・
組
合
・
教
会
な
ど
の
私
的
組
織
を
通
じ
て
、
文
化
的
・
教
育
的
な
手
段

で
人
び
と
を
誘
導
（
グ
ラ
ム
シ
の
言
葉
で
は
「
指
導
」）
し
、同
意
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
す
。
グ
ラ
ム
シ
は
こ
の
誘
導
す
る
力
を
「
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
」
と
呼
び
、
国
家
は
政
治
社
会
の
強
制
力
と
市
民
社
会
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
複
合
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
後
者
が
徐
々

イ
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に
肥
大
化
し
、
前
者
を
吸
収
す
る
に
い
た
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

人
び
と
を
強
制
力
に
よ
っ
て
支
配
し
な
く
と
も
、
あ
る
社
会
の
規
範
や
価
値
を
人
び
と
が
〝
当
た
り
前
〟
と
し
て
受
け
入
れ
、
自
発
的
・
積
極
的
に

そ
の
規
範
や
価
値
に
沿
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
強
制
力
に
よ
る
支
配
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
規
範
や
価
値
を
形
成
し
、
そ
れ
を

人
び
と
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
力
こ
そ
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
す
が
、
そ
の
性
質
上
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
と
り
わ
け
文
化
的
・
教
育
的
な
力
な
の
で
す
。

　

グ
ラ
ム
シ
以
降
、
文
化
と
権
力
と
の
関
係
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
社
会
理
論
の
多
く
は
、
直
接
的
な
影
響
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ラ
ム
シ

の
視
点
を
共
有
し
、さ
ま
ざ
ま
に
発
展
・
改
良
・
応
用
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
理
論
的
系
譜
と
し
て
、Ｌ
．
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、

Ｍ
．
フ
ー
コ
ー
、
Ｅ
．
サ
イ
ー
ド
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
よ
り
体
系
的
な
理
論
へ
と
深
め
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
国
⑷

家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
論
で
す
。

C

な
マ
ル
ク
ス
主
義
は
経
済
（
生
産
力
と
生
産
関
係
か
ら
な
る
生
産
様
式
）
が
社
会
の
土
台
を
な
す
と
考
え
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
生
産
関

係
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
生
産
関
係
は

D

に
維
持
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仕
事
に
必
要
な
知
識
や
ス
キ
ル
、
モ
ラ
ル
を

未い
ま

だ
習
得
し
て
い
な
い
若
者
が
そ
れ
ら
を
習
得
し
て
「
一
人
前
」
に
な
る
こ
と
、
平
日
の
仕
事
で
疲
れ
き
っ
た
労
働
者
が
休
息
を
取
っ
て
ま
た
職
場
に

向
か
う
こ
と
、
な
ど
が
な
け
れ
ば
、
生
産
関
係
は
維
持
で
き
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
人
び
と
が
日
々
の
生
産
労
働
を
担
い
う
る
労
働
者
に
な
る
こ
と
、

こ
れ
が
「
再
生
産
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
あ
り
、
こ
の
再
生
産
を
可
能
に
す
る
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
労
働
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
付
随
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
漠
然
と
社
会
に
広
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学

校
、
家
族
、
組
合
、
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
文
化
な
ど
、
具
体
的
な
社
会
制
度
を
通
じ
て
人
び
と
に
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置

と
は
こ
の
制
度
の
こ
と
で
す
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
通
じ
て
個
人
に
呼
び
か
け
、
個
人
は
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
で
は
大
衆
文
化
か
ら
一
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
と
い
う
少
年
マ
ン
ガ
雑
誌
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
こ
の
雑
誌
に
は
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「
友
情
・
努
力
・
勝
利
」
を
基
本
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
労
働
を
支
え
る

典
型
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
え
る
も
の
で
す
（
他
の
社
員
と
協
力
し
て
ケ
ン
メ
イ
に
働
き
、
他
社
に
勝
利
す
る
）。
日
本
の
少
年
た
ち
は
、「
ジ
ャ
ン

プ
」
の
マ
ン
ガ
を
読
み
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
労
働
主
体

―
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

―
に
な
る
日
に
備
え
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
は
文
化
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
教
え
子
で
も
あ
っ
た
フ
ー
コ
ー
の
理
論
は
、
権
力
を
国
家
権
力
の
よ
う
な
も
の
と
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
日
常
的
な
社
会

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

―
文
化
は
そ
の
ひ
と
つ
で
す

―
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
点
で
、
そ
し
て
ま
た
「
い
か
に
し
て
権
力
は
自
ら
に

服
従
す
る
主
体
を
形
成
す
る
か
」
を
ひ
と
つ
の
中
心
的
な
問
い
と
す
る
点
で
、
グ
ラ
ム
シ
―
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
系
譜
の
延
長
上
に
置
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
フ
ー
コ
ー
は
前
二
者
と
違
い
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
枠
組
か
ら
離
れ
、
も
っ
ぱ
ら

X

そ
れ
自
体
を
問
題
と
し
ま
し
た
。

　

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
そ
れ
以
前
の
社
会
の
よ
う
に
物
理
的
な
暴
力
と
し
て
行
使
さ
れ
る
よ
り
も
、
人
び
と
の
生
に
か
ん
す
る
規
範
や
価
値

を
定
め
、
あ
る
種
の
生
の
あ
り
方
を
禁
止
・
排
除
・
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
、
あ
る
べ
き
生
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
人
び
と
を
管
理
・
統
制
・

誘
導
す
る
こ
と
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
規
範
や
価
値
は
、
漠
然
と
し
た
道
徳
に
よ
っ
て
人
び
と
に
浸
透
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な

知
や
言
説
が
具
体
的
な
制
度
と
結
び
つ
き
、
具
体
的
に
個
々
人
の
精
神
と
身
体
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
浸
透
し
ま
す
。
た
と
え
ば
18
世
紀
ま
で

の
西
洋
に
は
、
犯
罪
者
を
公
開
で
残
虐
な
身
体
刑
に
処
す
こ
と
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
19
世
紀
前
半
頃
に
は
こ
の
見
世
物
的
な
刑
罰
は
消
滅
し
、

監
禁
刑
が
主
流
に
な
り
ま
す
。
犯
罪
者
は
監
獄
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
制
度
の
内
部
で
、
司
法
や
精
神
医
学
な
ど
の
知
が
定
め
る
言
説
に
し
た
が
っ
て
精

神
と
身
体
と
を
訓
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
規
律
訓
練
」
型
の
権
力
の
働
き
は
、
近
代
の
学
校
、
工
場
、
軍
隊
、
病
院
な
ど

の
諸
制
度
に
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

フ
⑸

ー
コ
ー
の
知
と
権
力
の
絡
ま
り
あ
い
と
い
う
視
点
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
応
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
そ
れ
を
近
代
西
洋
に

お
け
る
東
洋
の
表
象
の
分
析
に
応
用
し
た
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
19
世
紀
以
降
の
西
洋
で
発
展
を
遂
げ
た

オ
リ
エ
ン
ト
に
つ
い
て
の
諸
言
説

―
文
学
、
学
問
、
政
治
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る

―
こ
そ
が
「
東
洋
」
に
つ
い
て
の
固
定
的
な
イ
メ
ー

ウ
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ジ
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
西
洋
に
よ
る
東
洋
の
帝
国
主
義
的
支
配
を
正
当
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
し
た
。

（
松
浦
雄
介
「
文
化
と
権
力
」
井
上
俊
他
編
『
文
化
社
会
学
入
門

―
テ
ー
マ
と
ツ
ー
ル

―
』
に
よ
る
）
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問
１　

傍
線
部

（ア）
〜
（ウ）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

13

〜

15

。

（
配
点
６
点
）

（ア）

キ
ヨ

13

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

急
い
で
キ
タ
ク
す
る
。

②

催
し
物
を
キ
カ
ク
す
る
。

③

キ
シ
ョ
ク
満
面
の
笑
顔
。

④

キ
ケ
ン
な
道
は
通
ら
な
い
。

⑤

動
物
に
キ
セ
イ
す
る
虫
。

（イ）

ナ
ラ
ん
で

14

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

カ
ヘ
イ
価
値
が
上
が
る
。

②

名
前
に
よ
み
が
な
を
ヘ
イ
キ
す
る
。

③

電
池
を
ヘ
イ
レ
ツ
に
つ
な
ぐ
。

④

政
策
の
ヘ
イ
ガ
イ
を
予
測
す
る
。

⑤

ヘ
イ
タ
イ
が
行
進
す
る
。

（ウ）

ケ
ン
メ
イ

15

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

ケ
ン
キ
ョ
に
ふ
る
ま
う
。

②

ケ
ン
シ
ョ
ウ
に
応
募
す
る
。

③

ケ
ン
キ
ュ
ウ
に
没
頭
す
る
。

④

能
力
を
ケ
ン
テ
イ
す
る
。

⑤

ケ
ン
コ
ウ
的
な
生
活
を
送
る
。
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問
２　

空
欄

A

〜

D

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑧
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号

は
一
度
し
か
選
べ
な
い
。
解
答
番
号
は
、
Ａ

16

・
Ｂ

17

・
Ｃ

18

・
Ｄ

19

。

（
配
点
８
点
）

①

部
分
的　
　

②　

具
体
的　
　

③　

強
制
的　
　

④　

古
典
的

⑤

自
動
的　
　

⑥　

断
続
的　
　

⑦　

民
主
的　
　

⑧　

抽
象
的

問
３　

傍
線
部
⑴
「
日
本
政
府
の
文
化
外
交
政
策
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

20

。

（
配
点
５
点
）

①

外
交
に
お
い
て
積
極
的
に
イ
メ
ー
ジ
戦
略
を
取
り
入
れ
て
い
く
な
か
で
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
世
界
的
に
普
及
さ
せ
て
い
こ
う
と

す
る
も
の
。

②

外
務
省
が
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
様
々
な
場
面
で
言
及
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
世
界
的
に
定
着
さ
せ
て
い

こ
う
と
す
る
も
の
。

③

世
界
的
に
普
及
し
て
い
る
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
楽
観
的
イ
メ
ー
ジ
の
力
を
借
り
な
が
ら
外
交
を
有
利
に
進
め
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
。

④

日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
政
治
的
権
力
を
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
で
日
本
政
府
支
持
者
を
増
や
し
、
外
交
を
有
利
に
進
め
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
。

⑤

日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
世
界
的
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
向
上
さ
せ
、
そ
れ
を
外
交
に
生
か
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
。
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問
４　

傍
線
部
⑵
「
国
際
政
治
学
者
Ｊ
．
ナ
イ
の
『
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
』
論
」
と
あ
る
が
、
彼
の
主
張
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①

〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

21

。

（
配
点
５
点
）

①

「
文
化
」
に
代
表
さ
れ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
は
、
被
支
配
者
側
が
軍
事
力
に
よ
る
支
配
を
好
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
い
く
と
い
う
意
味

で
、
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

②

「
文
化
」
に
代
表
さ
れ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
は
、
支
配
者
側
と
被
支
配
者
側
と
の
間
に
軍
事
力
の
差
が
大
き
い
場
合
に
は
有
効
に
機
能
す

る
と
い
う
意
味
で
、
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

③

「
文
化
」
に
代
表
さ
れ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
は
、
支
配
者
側
が
被
支
配
者
側
か
ら
積
極
的
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意

味
で
、
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

④

「
文
化
」
に
代
表
さ
れ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
は
、
そ
の
魅
力
に
よ
っ
て
支
配
者
側
が
被
支
配
者
側
か
ら
の
抵
抗
を
無
力
化
し
て
い
く
と
い

う
意
味
で
、
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

⑤

「
文
化
」
に
代
表
さ
れ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
は
、
支
配
者
側
と
被
支
配
者
側
が
同
一
の
も
の
を
支
持
し
そ
の
共
感
に
よ
っ
て
友
好
関
係
を

築
く
と
い
う
意
味
で
、
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
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問
５　

傍
線
部
⑶
「
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
Ａ
．
グ
ラ
ム
シ
」
と
あ
る
が
、
彼
の
考
え
方
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
①
〜

⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

22

。

（
配
点
５
点
）

①

国
家
は
、
国
民
を
支
配
す
る
強
制
力
を
も
つ
「
政
治
社
会
」
と
国
民
を
誘
導
す
る
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を
持
つ
「
市
民
社
会
」
と
に
分
け
ら

れ
る
。

②

「
市
民
社
会
」
で
は
、
国
家
権
力
で
は
な
く
、
学
校
や
組
合
と
い
っ
た
私
的
組
織
の
働
き
に
よ
っ
て
人
々
の
同
意
が
形
成
さ
れ
る
。

③

近
代
国
家
に
お
い
て
は
、「
市
民
社
会
」
が
徐
々
に
肥
大
化
し
て
い
き
、
や
が
て
は
「
政
治
社
会
」
を
吸
収
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

④

文
化
や
教
育
を
通
じ
て
人
々
が
自
発
的
、積
極
的
に
社
会
の
規
範
や
価
値
を
受
容
し
て
い
く
な
か
で
、強
制
力
に
よ
る
支
配
は
不
要
と
な
る
。

⑤

国
家
は
、
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
を
権
力
に
よ
っ
て
抑
圧
し
、
自
己
の
利
益
を
保
持
し
て
い
く
装
置
と
し
て
の
側
面
を
今
後
も
保
持
し

て
い
く
。
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問
６　

傍
線
部
⑷
「
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

23

。

（
配
点
６
点
）

①

学
校
や
組
合
等
に
よ
っ
て
労
働
者
に
必
要
不
可
欠
な
知
識
や
モ
ラ
ル
と
い
っ
た
も
の
を
き
ち
ん
と
習
得
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
未
熟
な
労

働
者
を
労
働
主
体
と
し
て
成
長
さ
せ
、
国
民
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
も
の
。

②

国
家
や
文
化
等
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
資
本
主
義
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
義
や
重
要
性
を
理
解
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
労
働

者
の
知
的
好
奇
心
や
勤
労
意
欲
を
喚
起
し
、
よ
り
高
い
次
元
で
の
「
再
生
産
」
を
可
能
に
し
て
い
く
も
の
。

③

家
族
や
組
合
等
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
労
働
者
に
自
己
の
存
在
意
義
や
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
他
者
と
の
関
係
性
と
い
っ
た
も
の
を
強
く

意
識
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
国
家
と
い
う
存
在
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
て
い
く
も
の
。

④

学
校
や
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
し
て
人
び
と
の
な
か
に
再
生
産
を
可
能
に
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
労
働
者
は
日
々

の
生
産
活
動
を
担
う
主
体
と
な
り
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
生
産
関
係
が
適
切
に
維
持
さ
れ
て
い
く
も
の
。

⑤

メ
デ
ィ
ア
や
文
化
等
に
よ
っ
て
経
済
活
動
の
重
要
性
や
労
働
の
も
つ
社
会
的
価
値
の
大
き
さ
を
認
識
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
個
々
の
労
働

者
に
社
会
を
担
う
主
体
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
せ
、
社
会
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
遵
守
さ
せ
て
い
く
も
の
。
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問
７　

空
欄

X

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

24

。

（
配
点
３
点
）

①

権
力
と
個
人
と
の
対
決
の
構
図

②

国
家
権
力
と
文
化
と
の
相
違
点

③

資
本
家
と
労
働
者
と
の
生
産
関
係

④

権
力
の
個
人
へ
の
作
用
の
仕
方

⑤

国
家
権
力
の
衰
退
と
消
失

FD4

国

22



問
８　

傍
線
部
⑸
「
フ
ー
コ
ー
の
知
と
権
力
の
絡
ま
り
あ
い
と
い
う
視
点
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
知
と
権
力
の
絡
ま
り
あ
い
」
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

25

。

（
配
点
６
点
）

①

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
犯
罪
者
を
監
獄
と
い
う
空
間
に
閉
じ
込
め
、
司
法
書
や
医
学
書
を
強
制
的
に
読
ま
せ
て
い
く
な
か
で
常
識

的
な
人
間
に
矯
正
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
く
。

②

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
社
会
の
な
か
に
浸
透
し
て
き
た
従
前
の
道
徳
観
や
価
値
観
を
あ
ら
た
め
て
制
度
と
し
て
具
体
化
し
、
そ
れ

を
人
び
と
の
精
神
や
身
体
に
植
え
付
け
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
く
。

③

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
知
や
言
説
を
具
現
化
し
た
制
度
に
よ
っ
て
、
権
力
側
が
求
め
る
規
範
や
価
値
を
浸
透
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
人
び
と
を
管
理
・
統
制
・
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
く
。

④

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
持
つ
神
秘
性
や
東
洋
の
後
進
性
を
強
調
し
た
諸
言
説
の
広
が
り
に
よ
っ
て
、
西
洋
社
会
の

帝
国
主
義
的
支
配
を
正
当
化
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
く
。

⑤

近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
は
、
生
に
関
す
る
規
範
や
価
値
観
を
権
力
側
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
定
め
、
そ
れ
に
納
得
せ
ず
自
己
の
生
き
方

を
貫
こ
う
と
す
る
存
在
を
弾
圧
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
く
。
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問
９　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

26

。

（
配
点
６
点
）

①

麻
生
太
郎
氏
は
外
務
大
臣
時
代
に
「
文
化
外
交
の
新
発
想
」
と
題
し
た
講
演
の
な
か
で
、
政
治
的
支
配
の
手
段
と
し
て
の
文
化
の
可
能
性

に
つ
い
て
言
及
し
た
。

②

「
政
治
的
支
配
の
手
段
と
し
て
の
文
化
」と
い
う
視
点
は
、近
代
西
洋
に
お
い
て
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
、そ
の
後
東
洋
へ
と
伝で
ん

播ぱ

し
て
い
っ
た
。

③

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や
フ
ー
コ
ー
は
、断
片
的
で
あ
っ
た
グ
ラ
ム
シ
の
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
」
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
に
立
っ
て
体
系
化
し
た
。

④

日
本
の
少
年
た
ち
は
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
な
ど
を
読
む
な
か
で
、
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
労
働
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
体

化
し
て
い
っ
た
。

⑤

犯
罪
者
に
対
す
る
物
理
的
な
暴
力
や
残
虐
な
刑
罰
は
道
徳
的
な
言
説
が
制
度
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
排
除
さ
れ
、
主
流
で
は
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。
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