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と
、
そ
の
課
題
追
求
が
作
品
全
体
の
俯
瞰
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
判
断
が
で
き
た
こ
と
等
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
．
授
業
概
要

対
象
生
徒　

津
山
東
高
校
三
年　

普
通
科　

古
典
Ａ
選
択
者
十
五
名

実
施
期
間　

平
成
二
十
八
年
六
月
下
旬　

三
時
間

単
元
名　

和
歌
を
自
力
で
読
み
解
く

教　
　

材　
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」『
伊
勢
物
語
』　

教
育
出
版

目　
　

標　

和
歌
に
込
め
ら
れ
た
感
動
の
内
容
を
読
み
取
り
、
口
語

　
　
　
　
　

訳
を
自
力
で
完
成
さ
せ
る
。

展　
　

開

　

○
第
一
時　

図
書
館　

授
業
プ
リ
ン
ト
①
（
本
文
）
の
配
布
。
各

自
音
読
・
指
名
で
の
音
読
・
範
読
を
お
こ
な
う
。
各

自
で
全
文
の
口
語
訳
を
作
成
す
る
。

　

○
第
二
時　

図
書
館　

学
習
者
が
前
回
作
成
し
た
和
歌
の
口
語
訳

六
つ
を
載
せ
て
い
る
授
業
プ
リ
ン
ト
②
を
配
布
。

１
．
古
典
・
古
文
の
授
業
観
と
本
実
践

　

高
校
で
の
三
年
間
の
古
典
・
古
文
の
学
習
到
達
点
を
測
る
一
つ
の

指
標
と
し
て
、
和
歌
の
口
語
訳
（
解
釈
）
を
学
習
者
自
身
の
力
で
行

う
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
た
。
和
歌
の
口
語
訳
（
解
釈
）
に
関
し

て
は
、
単
独
で
は
感
動
の
中
心
や
背
景
を
詳
細
ま
で
読
み
取
る
こ
と

が
難
し
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
通
常
の
学
習
活
動
に
お
い
て
も
、

和
歌
の
読
解
（
解
釈
・
口
語
訳
）
を
中
心
に
据
え
て
行
う
こ
と
は
少

な
い
。
同
時
に
、
和
歌
の
解
釈
・
理
解
を
既
存
の
解
釈
・
資
料
に
依

存
し
て
深
く
吟
味
し
な
い
場
合
も
、
決
し
て
少
な
く
な
い
と
い
う
現

状
が
あ
る
。
し
か
し
、
感
動
の
中
心
と
し
て
、
登
場
人
物
の
心
象
を

最
も
表
出
し
た
表
現
と
し
て
、古
典
・
古
文
の
和
歌
の
読
解
を
、様
々

な
資
料
を
基
に
し
な
が
ら
深
く
読
解
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
大
き
な

意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

本
報
告
は
高
校
三
年
と
い
う
学
習
の
段
階
で
あ
り
、
指
導
者
自
身

に
教
材
研
究
時
の
作
品
解
釈
に
関
す
る
興
味
深
い
発
見
が
あ
っ
た
こ

和
歌
を
自
力
で
読
み
解
く

―
―「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」（『
伊
勢
物
語
』）
の
授
業
を
め
ぐ
っ
て
―
―
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思
へ
ど
も
身
を
し
分
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ

わ
が
心
な
る

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
親
王
、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
給
う
て
、

御
衣
脱
ぎ
て
賜
へ
り
け
り
。

⑵
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
和
歌
の
解
釈
例

　
　
　

思
へ
ど
も　

身
を
し
分
け
ね
ば　

目
離
れ
せ
ぬ

　
　
　
　
　

雪
の
積
も
る
ぞ　

わ
が
心
な
る

（
傍
線
部
は
筆
者
・
以
下
同
じ
）

　

①
指
導
書
の
口
語
訳

お
慕
い
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
身
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
、
目
を
離
す
間
も
な
く
降
り
続
い
て
い
る
雪
が
積
も
る
の

が
私
の
心
で
あ
る
。

　

②
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
の
口
語
訳

い
つ
も
わ
が
君
の
こ
と
を
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
公
の
務
め
と

二
つ
に
身
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
今
絶
え
間
も

な
く
降
り
続
け
る
雪
が
、
こ
ん
な
に
積
も
っ
て
こ
こ
に
閉
じ
込

め
ら
れ
る
の
は
、む
し
ろ
私
の
望
み
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。

　

③
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
の
口
語
訳

ご
主
君
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
し
て
も
、
わ
が
身
を
二
つ
に
分

け
て
お
そ
ば
に
お
仕
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
せ
め

て
、
こ
の
よ
う
に
降
り
し
き
る
雪
が
積
も
る
の
が
、
帰
り
た
く

　
　
　
　
　
　

参
考
資
料
「
小
野
の
雪
」
を
配
布
。

⑴
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
歌
の
ど
こ
に
親
王
は
痛
く
感

動
し
た
の
か
。

⑵
「
小
野
の
雪
」
の
最
後
の
和
歌
と
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」

の
和
歌
と
、
詠
み
手
（
在
原
業
平
）
の
思
い
は
ど
う

違
う
の
か
。

⑶
『
伊
勢
物
語
』
の
編
者
は
、「
小
野
の
雪
」
と
「
目

離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
二
つ
の
話
を
な
ぜ
載
せ
た
の
か
。

　

○
第
三
時　

図
書
館　

学
習
者
・
授
業
者
と
も
に
再
度
「
目
離
れ

せ
ぬ
雪
」
の
和
歌
の
口
語
訳
を
検
討
す
る
。
最
後
に

山
本
教
授
の
論
文
を
引
用
し
、
授
業
者
の
口
語
訳
の

提
示
を
行
う
。
感
想
の
記
入
。

３
．「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
教
材
研
究

⑴
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
本
文

　

昔
、
男
あ
り
け
り
。
童
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、
御
髪
下
ろ

し
給
う
て
け
り
。
睦
月
に
は
必
ず
ま
う
で
け
り
。
朝
廷
の
宮
仕
へ

し
け
れ
ば
、
常
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
失
は
で

ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。

　

昔
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
俗
な
る
、
禅
師
な
る
、
あ
ま
た
参
り
集

ま
り
て
、
睦
月
な
れ
ば
、
事
だ
つ
と
て
、
大
御
酒
賜
ひ
け
り
。
雪

こ
ぼ
す
が
ご
と
降
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。
皆
人
、
酔
ひ
て
、

「
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
り
」
と
い
ふ
を
題
に
て
、
歌
あ
り
け
り
。
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⑶
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
解
釈
（
口
語
訳
）
に
つ
い
て
の
考
察

①
根
本
的
な
疑
問
点

　

前
述
の
解
釈
（
口
語
訳
）
で
は
、「
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
り
」

と
い
う
題
に
対
す
る
歌
と
し
て
は
問
題
な
い
が
、
続
く
本
文
の
「
と

詠
め
り
け
れ
ば
、
親
王
、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
給
う
て
、
御
衣

脱
ぎ
て
賜
へ
り
け
り
。」と
い
う
物
語
の
末
尾
部
分
に
対
応
で
き
な
い
。

親
王
は
歌
の
内
容
に
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
」
と
最
大
限
の
感

動
を
も
っ
て
衣
を
与
え
る
と
い
う
行
為
に
及
ん
で
い
る
の
に
、
そ
の

感
動
に
相
当
す
る
訳
・
解
釈
で
は
な
い
。

　

歌
物
語
の
特
徴
は
、
読
ま
れ
る
歌
の
背
景
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と

に
よ
り
、
歌
自
体
の
内
容
を
明
確
に
読
者
に
伝
え
る
意
図
を
持
っ
て

書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
大
前
提
を
も
と
に
考
え
る
と
さ
ら
に
幾
つ

か
の
疑
問
点
が
浮
か
ん
で
く
る
。
出
家
し
た
主
君
（
親
王
）
の
も
と

に
正
月
に
集
っ
た
人
々
が
、
特
別
な
こ
と
だ
と
し
て
酒
を
賜
っ
て
酒

宴
を
開
い
て
い
る
。
主
人
公
で
あ
る
「
男
」（
在
原
業
平
）
と
同
様
、

そ
の
人
々
は
日
常
の
立
場
を
越
え
て
、
主
君
（
親
王
）
の
た
め
に
集

っ
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
の
人
々
が
「
雪
に
降
り

込
め
ら
れ
た
」
と
い
う
状
況
は
、
日
常
に
戻
る
術
を
（
親
王
の
も
と

を
離
れ
る
こ
と
を
）
失
っ
た
こ
と
を
、
あ
る
意
味
喜
ん
で
い
る
は
ず

で
あ
る
。
降
り
し
き
る
雪
に
よ
り
悲
し
い
別
れ
が
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
、

今
暫
く
は
こ
の
酒
宴
が
続
い
て
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
い
る
状

態
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
、
か
り
そ
め
で
は
あ
る
が
喜
ん
で
い
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
感
情
が
共
通
の
土
台
と
し
て
存
在
し
て
い

な
い
私
の
心
に
か
な
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

④
指
導
書
の
説
明

　
「
離
る
」
は
離
れ
る
、
足
が
遠
く
な
る
、
よ
そ
よ
そ
し
く
な

る
の
意
。「
目
離
れ
せ
ぬ
」
の
解
釈
に
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な

説
が
あ
る
。
近
代
の
主
な
注
釈
で
も
、
①
雪
が
絶
え
間
な
く
降

り
続
け
る
と
解
す
る
も
の
。
②
か
た
と
き
も
目
か
ら
離
れ
ず
眼

前
に
降
り
積
も
る
雪
と
解
す
る
も
の
。
③
「
目
離
る
」
を
親
し

い
人
に
会
わ
な
い
で
疎
遠
に
な
る
意
の
歌
語
と
解
し
、
あ
な
た

の
そ
ば
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
解
釈
す
る
も
の
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　

こ
こ
は
「
目
を
離
す
間
も
な
く
降
り
続
い
て
い
る
雪
」
と
と

る
。
普
段
は
公
務
の
た
め
心
な
ら
ず
も
親
王
の
側
に
お
仕
え
す

る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
ま
し
た
が
、
今
日
絶
え
間
な
く
降
り
続

く
雪
の
せ
い
で
お
側
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、

雪
が
積
も
っ
て
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
、
む
し

ろ
私
の
望
み
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
す
、
の
意
。

　

な
お
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
を
掛
詞
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
い
つ

も
は
公
務
の
た
め
、
不
本
意
な
が
ら
親
王
に
「
目
離
れ
」（
ご

無
沙
汰
）
し
て
い
る
が
、
雪
の
積
も
る
お
か
げ
で
親
王
に
「
目

離
れ
せ
ぬ
」
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
体
を
二
つ
に
分
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
自
分
に
と
っ
て
は
、
雪
が
積
も
る
こ
と
は
本
望

な
の
だ
と
解
す
る
説
（
全
評
釈
）
も
あ
る
。「
心
」
は
自
分
の

望
み
、
意
向
の
意　
（
教
育
出
版
）
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る
と
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
の
部
分
の
口
語
訳
（
解
釈
）
は
、
筆
者
が
傍

線
を
付
し
た
よ
う
に
、「
降
り
し
き
る
」
と
い
う
形
で
「
雪
」
の
説

明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
伊
勢
物
語
』
八
十
五
段

の
題
目
と
も
な
っ
て
い
る
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
っ

と
こ
の
歌
の
感
動
の
中
心
を
貫
く
重
要
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
口
語
訳
（
解
釈
）
が
、「
目
を
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
ほ
ど
に
降
り
し
き
る
」
と
い
う
形
で
「
雪
」
を
説
明
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
目
」
が
雪
を
見
つ
め
て
い
る
「
目
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
こ
の
「
目
」
は
、
感
動
の

中
心
で
あ
る
は
ず
の
「
共
有
さ
れ
た
時
間
を
過
ご
す
人
々
」
に
向
け

ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
視
点
が
浮
か
ん
で
く
る
。

筆
者
が
前
述
の
口
語
訳
に
大
き
な
違
和
感
を
感
じ
た
の
は
、
こ
の
よ

う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

②
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
に
ま
つ
わ
る
章
段
を
通
し
て

　
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、「
男
」（
在
原
業
平
）
と
惟
喬
親
王
に
ま
つ

わ
る
章
段
が
幾
つ
か
あ
る
。
八
十
二
段
「
渚
の
院
」
と
八
十
三
段
「
小

野
の
雪
」、
そ
し
て
八
十
五
段
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
三
段
で
あ
る
。

　

八
十
二
段
「
渚
の
院
」
は
、
馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
と
若
い
惟
喬

親
王
、
紀
有
常
と
の
、
桜
と
歌
と
酒
を
介
し
た
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
交

わ
り
が
、
明
る
く
屈
託
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

八
十
三
段
「
小
野
の
雪
」
で
は
、
そ
の
後
日
談
と
し
て
、
陽
と
陰

の
二
つ
の
面
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
前
半
は
狩
り
か
ら
立
ち

帰
っ
た
渚
の
院
（
水
無
瀬
離
宮
）
で
、
惟
喬
親
王
を
お
送
り
し
て
き

た
以
上
、
前
述
の
解
釈
（
口
語
訳
）
は
、
そ
の
共
通
す
る
感
情
の
枠

を
越
え
出
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　

同
時
に
主
君
（
親
王
）
の
お
側
に
集
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の

酒
宴
の
場
の
感
動
の
中
心
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考
え
れ
ば
、
そ

れ
は
自
分
た
ち
を
こ
の
里
に
閉
じ
こ
め
た
雪
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

降
り
し
き
る
雪
に
よ
り
か
り
そ
め
で
は
あ
る
が
今
暫
く
は
昔
の
よ
う

に
互
い
に
主
君
（
親
王
）
の
も
と
で
語
り
合
っ
て
い
る
時
間
そ
の
も

の
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
皆
が
心
地
良
く
酔
い
、
歌
を
詠
み
な
が

ら
談
笑
し
合
う
時
間
こ
そ
が
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
感
じ

ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
共
有
さ
れ
た
、
し
か
し
か
り
そ
め

で
あ
る
時
間
を
、「
男
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
歌
を
詠
ん
だ
の
か
。

「
今
日
絶
え
間
な
く
降
り
続
く
雪
の
せ
い
で
お
側
に
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
雪
が
積
も
っ
て
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
の
は
、
む
し
ろ
私
の
望
み
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
す
」
と

い
う
よ
う
な
、「
男
」の
立
場
か
ら
の
一
方
的
な
心
情
の
吐
露
だ
け
で
、

主
君
（
親
王
）
の
心
情
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
考
え

る
と
答
え
は
「
否
」
で
し
か
な
い
。
最
も
こ
の
時
間
を
か
け
が
え
の

な
い
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
、
こ
の
雪
が
や
ん
で
こ
の
者
た
ち
が

帰
れ
ば
ま
た
孤
独
な
隠
遁
者
と
し
て
の
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い

主
君
（
親
王
）
の
心
情
に
、
も
っ
と
寄
り
添
っ
た
歌
の
内
容
で
な
け

れ
ば
、
主
君
（
親
王
）
の
心
を
強
く
揺
り
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
前
述
の
口
語
訳
（
解
釈
）
を
振
り
返
っ
て
み
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宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
常
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
失

は
で
ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
非
常
に

簡
潔
な
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
前
二
段
を
意
識
し
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
逆
に
言
え
ば
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
簡
潔
な
最
低
限
の

説
明
に
終
始
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

八
十
五
段
の
内
容
は
、
八
十
三
段
「
小
野
の
雪
」
の
後
半
の
内
容

と
類
似
性
が
強
い
。
天
皇
に
即
位
す
る
望
み
が
絶
た
れ
た
失
意
の
惟

喬
親
王
の
も
と
に
、
在
原
業
平
と
お
ぼ
し
き
主
人
公
が
尋
ね
る
場
面

で
あ
る
。
季
節
も
冬
の
正
月
、
降
り
積
も
っ
た
「
雪
」
に
苦
労
し
て

い
る
点
も
似
通
っ
て
い
る
。
歌
も
主
人
公
が
そ
の
小
野
の
里
を
離
れ

る
前
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
歌
の
内

容
ま
で
も
が
似
通
っ
た
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
極
論
す
る
と
八
十
五

段
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
は
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
の
存
在
意
義
を
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
書
き
手
・
編
者
は
お

そ
ら
く
明
確
な
意
図
を
持
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
章
段
の
違
い
を
意
識

し
（
も
し
く
は
設
定
し
）、
位
置
づ
け
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

主
人
公
で
あ
る
「
男
」
を
主
体
と
し
て
、
惟
喬
親
王
の
そ
ば
を
離

れ
た
く
な
い
と
い
う
心
情
の
吐
露
と
は
違
っ
た
視
点
を
、
八
十
五
段

の
歌
は
表
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

③
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
歌
に
つ
い
て

　
　
　

思
へ
ど
も　

身
を
し
分
け
ね
ば　

目
離
れ
せ
ぬ

　
　
　
　
　

雪
の
積
も
る
ぞ　

わ
が
心
な
る

　

八
十
五
段
の
歌
そ
の
も
の
を
、
細
か
く
解
釈
し
て
い
く
と
、
次
の

た
馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
が
、
早
く
退
出
し
よ
う
と
す
る
が
、
親
王

が
引
き
留
め
る
。
馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
は
歌
を
詠
ん
で
帰
り
た
い

気
持
ち
を
吐
露
す
る
が
、
親
王
は
許
す
こ
と
な
く
こ
の
一
夜
を
馬
の

頭
（
在
原
業
平
）
と
語
り
合
っ
て
お
過
ご
し
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が

後
半
は
一
転
し
て
、
親
王
が
突
然
出
家
し
、
降
り
積
も
っ
た
深
い
雪

の
中
を
馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
が
小
野
の
庵
室
を
訪
ね
て
い
く
場
面

が
描
か
れ
る
。
悲
し
み
に
打
ち
拉
が
れ
る
孤
独
な
親
王
に
た
い
し
て
、

馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
は
昔
話
を
語
り
、
そ
の
ま
ま
お
側
に
控
え
た

い
と
思
い
な
が
ら
も
歌
を
詠
み
、
泣
く
泣
く
帰
っ
て
行
く
情
景
が
語

ら
れ
る
。

　
　
　

忘
れ
て
は　

夢
か
と
ぞ
思
ふ　

思
ひ
き
や

　
　
　
　
　

雪
ふ
み
わ
け
て　

君
を
見
む
と
は

　

別
離
の
場
面
で
馬
の
頭
（
在
原
業
平
）
は
自
ら
の
断
腸
の
思
い
を

歌
に
託
し
て
親
王
に
伝
え
て
小
野
の
里
を
後
に
し
て
い
く
。
親
王
の

反
応
や
心
情
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

　

八
十
五
段
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
は
、
こ
の
二
つ
の
章
段
を
受
け
た

後
日
談
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
八
十
二
・
八
十
三
段
と
の
表
現
の

違
い
は
比
較
的
多
く
、
在
原
業
平
と
思
わ
れ
る
主
人
公
が
、
馬
の
頭

か
ら
「
男
」
へ
と
、
主
君
も
惟
喬
親
王
か
ら
「
親
王
」
へ
と
変
化
し

て
お
り
、
情
景
の
描
写
も
若
干
違
っ
て
い
る
。
前
二
段
と
書
き
手
が

違
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
八
十
五
段
の
第

一
段
落
は
、「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
童
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、

御
髪
下
ろ
し
給
う
て
け
り
。
睦
月
に
は
必
ず
ま
う
で
け
り
。
朝
廷
の
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く
な
る
。
疎
遠
に
な
る
。」
と
と
っ
て
い
る
が
、
一
部
の
辞
書
で
は

原
義
と
し
て
「
目
が
離
れ
る
こ
と
。
目
を
離
す
こ
と
。」
と
と
っ
て

い
る
。

　
「
目
離
れ
」
と
い
う
名
詞
の
場
合
も
「
目
が
離
れ
る
こ
と
」
と
原

義
の
意
味
に
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
目
離
れ
す
」
は
名
詞
「
目
離
れ
」

＋
サ
変
動
詞
「
す
」
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
「
目
離
る
」
と
い
う
動
詞

と
意
味
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
と
思
う
。「
ぬ
」
は
打

ち
消
し
（
否
定
）
の
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、「
目
離
れ
せ
ぬ
」
は
「
目

が
離
れ
る
こ
と
が
な
く
」
と
い
う
訳
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
目
」
が
誰
の
視
線
か
、
何
に
向

け
ら
れ
て
い
る
も
の
か
が
、
こ
の
歌
の
感
動
・
思
い
を
捉
え
る
た
め

に
は
、
最
も
重
要
な
要
素
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
こ
の
部
分
を
「
私
」
や
「
親
王
」
の
視
線
が
「
雪
」
に
向

け
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。歌
の
流
れ
か
ら
は
、「
目

離
れ
せ
ぬ
」
は
「
雪
」
の
修
飾
語
句
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
訳
出
し

て
み
る
と
、「「（
あ
な
た
の
お
側
に
い
つ
も
居
た
い
と
）
思
う
け
れ

ど
も
、
自
分
の
体
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、（
私

の
）
目
が
離
れ
る
こ
と
な
く
雪
が
降
り
積
も
る
こ
と
こ
そ
が
、
私
の

思
い
な
の
で
す
」
と
な
り
、
意
味
を
通
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し

ま
う
。前
述
し
た
よ
う
に
、「
目
」は
感
動
の
中
心
で
あ
る
は
ず
の「
共

有
さ
れ
た
時
間
を
過
ご
す
人
々
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
場
に
い
た
「
誰
か
の
視
線
が
、
誰
か
か
ら
離

れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
」
雪
が
降
り
続
く
こ
と
を
、
詠
み
手
で
あ

よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
る
。

初
句
…
…「
思
へ
ど
も
」
の
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
多
く

の
解
釈
に
あ
る
通
り
、
惟
喬
親
王
の
お
側
に
あ
り
た
い
と
い
う

「
男
」
の
心
情
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
句
…
…「
身
を
し
分
け
ね
ば
」
も
前
述
の
通
り
で
、「
自
分
の
体
を

二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
」
と
い
う
原
因
節
と
し

て
下
に
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

下
句
…
…「
ぞ
～
な
る
」
と
い
う
係
り
結
び
を
も
ち
、「
雪
が
降
り
積

も
る
こ
と
こ
そ
が
、
私
の
思
い
な
の
で
す
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

雪
が
降
り
積
も
り
続
け
る
こ
と
は
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
酒

宴
の
場
が
続
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
身
を
二
つ
に
分
け
な
く
と

も
、
惟
喬
親
王
の
お
側
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、「
私

の
思
い
」
を
か
な
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
「（
あ
な
た
の
お
側
に
い
つ
も
居
た
い
と
）
思
う
け
れ
ど
も
、
自
分

の
体
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、…
…
…
雪
が
降
り

積
も
る
こ
と
こ
そ
が
、
私
の
思
い
な
の
で
す
」
と
い
う
全
体
の
流
れ

に
な
る
。
句
切
れ
は
な
く
、
一
つ
の
流
れ
と
し
て
歌
は
弛
む
こ
と
な

く
流
れ
て
い
る
。

　

問
題
は
中
の
第
三
句
で
あ
る
。「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
の
意
味
を
左
右
す
る
最
も
重
要
な
部

分
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
「
目
離
る
」
と
い
う
動
詞
の
訳
と
し
て
、
多
く
の
辞
書
で
は
「
見

慣
れ
て
い
た
人
や
人
物
を
次
第
に
見
な
く
な
る
。
だ
ん
だ
ん
会
わ
な
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の
よ
う
な
和
歌
の
中
に
、
同
様
の
表
現
が
、
こ
の
場
合
は
連
用

形
が
名
詞
化
し
た
「
目
離
れ
」
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
見
出

さ
れ
る
。

　

思
へ
ど
も
身
を
し
分
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ
我

が
心
な
る

　

詳
細
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
場
合
も
、「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
は
、

親
王
の
目
の
前
か
ら
離
れ
ず
、
い
つ
も
親
王
の
視
線
を
受
け
続

け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
勢

物
語
に
見
ら
れ
る
「
目
離
る
」
と
い
う
表
現
は
、
万
葉
集
以
来

の
、
相
手
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
し
た
意
味
の
ま
ま
に
用

い
ら
れ
て
い
た
と
、
ま
ず
は
考
え
て
よ
い
。（
傍
線
筆
者
）

　

引
用
③
（
二
十
二
ペ
ー
ジ
下
段
五
行
～
十
九
行
）

　

相
手
を
見
る
こ
と
と
と
も
に
相
手
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
重

き
を
置
く
万
葉
集
の
表
現
か
ら
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る

一
方
的
な
「
か
い
ま
み
」
へ
。
こ
の
変
化
の
背
後
に
は
、
相
手

に
た
だ
物
理
的
に
逢
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
相
手
の
目
に
見

え
な
い
本
当
の
心
を
知
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
と
い
う
、
平
安
朝

和
歌
や
物
語
に
共
通
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
。
そ
う
思
っ
て
見
れ

ば
、
さ
き
に
見
た
四
十
六
段
の
場
合
も
、
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ

て
い
る
の
は
、「
目
離
る
」
と
い
う
事
実
の
当
否
で
は
な
く
、

友
人
が
自
分
を
忘
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
内
面
的

な
、
あ
く
ま
で
も
心
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
人
々
の

問
題
意
識
は
、
相
手
を
見
た
り
相
手
か
ら
見
ら
れ
た
り
す
る
こ

る
「
男
」
は
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

⑷
論
文
「
見
ら
れ
る
こ
と
と
見
る
こ
と
―『
目
離
る
』
覚
え
書
き
」

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
目
離
る
」
の
語
義
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
「
目
離
る
」
を
検
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
山
本
登
朗
教
授
（
関
西

大
学
）
の
論
文
に
行
き
会
っ
た
。

　

引
用
①
（
十
九
ペ
ー
ジ
上
段　

三
行
～
十
四
行
）

　

万
葉
集
の
「
目
離
る
」
は
、
一
般
の
古
語
辞
典
等
の
記
述
と

は
異
な
り
、
自
分
が
相
手
の
「
目
」
か
ら

0

0

離
れ
て
い
る
状
態
を

意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自

分
が
相
手
を
見
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
自
分

が
相
手
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
は
ず

な
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
さ
き
の
三
〇
〇
番
歌
の
場
合
、
下
の
句
は
「
妹
を

目
離
れ
ず
相
見
し
め
と
そ
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
望
ま
れ

て
い
る
の
は
単
に
自
分
が
「
妹
」
を
見
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

自
分
が
「
妹
」
の
目
の
前
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
絶
え
間
な

く
「
相
見
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
お
互
い
に
絶
え
ず
視
線
を
交

わ
し
合
い
続
け
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
傍
線
筆
者
）

　

引
用
②
（
二
十
一
ペ
ー
ジ
上
段
十
六
行
～
下
段
四
行
）

　

伊
勢
物
語
に
は
も
う
一
例
、
八
十
五
段
に
も
、
惟
喬
親
王
を

思
わ
せ
る
出
家
隠
棲
し
た
「
み
こ
」
の
前
で
主
人
公
が
詠
む
次
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①
見
つ
め
合
う
こ
と
を
喜
び
と
す
る
場
へ
の
感
動

　

心
地
良
く
酔
い
、
歌
を
詠
み
な
が
ら
、「
男
」
は
親
王
を
見
つ
め
、

親
王
は
最
も
親
愛
な
る
者
と
し
て
、「
も
と
の
心
を
失
わ
な
い
」
で

い
る
「
男
」
と
お
互
い
に
見
つ
め
合
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
談
笑

し
合
う
時
間
を
、
共
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
。

こ
の
雪
が
や
み
「
男
」
た
ち
が
帰
れ
ば
、
ま
た
孤
独
な
隠
遁
者
と
し

て
の
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
親
王
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
こ
の

歌
は
、「
男
」
の
一
方
的
な
心
情
の
吐
露
の
域
を
越
え
て
、
深
く
親

王
の
心
を
打
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
親
王
の
視
線
が
自
分
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
を
何
よ
り
の
喜
び
と
感
じ
て
い
る
「
男
」
の
思
い
を
語
る
こ

と
に
よ
り
、
親
王
の
「
男
」
を
思
い
や
る
心
情
を
も
深
く
表
出
し
、

親
王
の
心
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
言
葉
と
し
て
、「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
い

う
言
葉
の
力
が
、
二
人
を
深
く
結
び
つ
け
て
い
る
。「
見
つ
め
合
う

場
」
と
し
て
の
今
を
、
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
、
共
有
す
る
こ
と

の
喜
び
を
、
十
分
に
表
現
し
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
思
い

の
共
有
は
、
親
王
に
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
給
う
て
、
御
衣
脱

ぎ
て
賜
へ
り
け
り
」
と
い
う
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
の
に
十
分
な
力

を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

②
惟
喬
親
王
の
逸
話
を
貫
く
二
人
の
交
わ
り
の
感
動

　

八
十
二
段
「
渚
の
院
」
で
は
、
ま
だ
若
く
歌
に
拙
い
惟
喬
親
王
を

暖
か
く
見
ま
も
り
な
が
ら
、
周
り
の
者
と
歌
を
交
わ
す
馬
の
頭
の
思

い
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
親
王
に
対
す
る
あ
る
意
味
親
愛
の
情

で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
八
十
三
段
「
小
野
の
雪
」
の
前
半
で
は
、

と
か
ら
、
そ
の
心
を
問
う
こ
と
へ
と
、
大
き
く
移
り
変
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
に
な
っ
て
「
目
離
る
」
と
い
う
表
現
に
起
こ
っ
た
、

前
述
の
よ
う
な
誤
解
に
よ
る
意
味
変
化
も
、
こ
の
よ
う
な
大
き

な
流
れ
の
中
で
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

山
本
教
授
の
論
考
に
お
い
て
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
目
離
る
」
と

い
う
表
現
は
、「
自
分
が
相
手
を
見
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

自
分
が
相
手
の
『
目
』
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
て
い

る
」「
双
方
向
的
な
視
線
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ふ
た
り
の
目
の
出
会

い
、
つ
ま
り
は
ふ
た
り
の
目
の
見
つ
め
合
い
こ
そ
が
、
そ
こ
で
は
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　

山
本
教
授
の
「
目
離
る
」
に
関
わ
る
考
察
を
受
け
て
、「
目
離
れ

せ
ぬ
雪
」
の
解
釈
を
省
察
し
て
み
る
と
、
筆
者
が
抱
い
て
い
た
疑
問

点
が
こ
と
ご
と
く
解
消
す
る
。
前
述
の
筆
者
の
口
語
訳
（
解
釈
）
に

山
本
教
授
の
語
義
を
当
て
は
め
て
み
る
と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

る
。

　
（
あ
な
た
の
お
側
に
い
つ
も
居
た
い
と
）
思
う
け
れ
ど
も
、
自

分
の
体
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
あ
な
た
の
目

の
前
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
に
見
つ
め
ら
れ
続
け
る
よ

う
に
と
、
雪
が
降
り
積
も
る
こ
と
こ
そ
が
、
私
の
思
い
な
の
で
す
。

　

こ
の
口
語
訳
（
解
釈
）
に
よ
っ
て
、
疑
問
点
が
解
消
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
、
こ
の
歌
の
感
動
の
所
在
が
『
伊

勢
物
語
』
の
流
れ
の
中
で
、
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
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教
材
を
、
様
々
な
方
法
で
味
わ
う
こ
と
を
指
向
し
て
き
た
。

①
音
読
を
重
視
し
、
一
斉
・
指
名
音
読
だ
け
で
な
く
、
本
文
読
解
後

に
歌
を
含
め
て
一
人
ず
つ
全
文
を
音
読
し
、
相
互
評
価
を
す
る
。

②
歌
と
前
文
に
着
目
し
な
が
ら
、
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、

人
間
関
係
・
場
所
・
時
間
等
の
考
察
を
深
く
行
い
、
感
動
の
中
心

に
つ
い
て
ま
と
め
る
努
力
を
し
た
。

③
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
口
語
訳
を
行
い
、
各
自
の
工
夫
で
情
景
・
感

情
が
理
解
し
や
す
い
表
現
に
ま
と
め
る
こ
と
を
重
視
し
た
。

④
主
人
公
と
思
わ
れ
る
在
原
業
平
に
つ
い
て
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
用
い
て
調
べ
る
と
共
に
、『
伊
勢
物
語
』・
在
原
業
平
に
つ
い

て
の
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
た
。

　

本
実
践
ま
で
に
取
り
上
げ
た
章
段
は
「
初
冠
」「
月
や
あ
ら
ぬ
」

「
筒
井
筒
」
の
三
つ
で
、
歌
物
語
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
を

意
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
意
見
交
換
・
合
評
・
相
互
評

価
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
学
習
を
続
け
た
。

⑵
第
一
時
の
授
業
展
開

　
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
一
斉
音
読
、
個
別
指
名
音
読
、
範
読
を
実

施
し
、
繰
り
返
し
本
文
・
歌
を
読
ん
で
、
言
葉
の
感
じ
を
つ
か
む
努

力
を
し
た
。
そ
の
後
惟
喬
親
王
と
在
原
業
平
の
関
係
に
つ
い
て
そ
の

概
略
を
指
導
者
か
ら
説
明
し
、
本
文
・
歌
の
口
語
訳
を
行
う
よ
う
に

指
示
し
た
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
古
典
文
学
全
集
等
の
図
書
館
の
資

料
を
活
用
し
て
よ
い
こ
と
と
し
た
。

帰
り
た
い
思
い
を
吐
露
し
な
が
ら
も
惟
喬
親
王
の
思
い
に
寄
り
添
い

夜
通
し
語
り
合
う
馬
の
頭
の
姿
が
描
か
れ
る
。
同
時
に
馬
の
頭
を
引

き
留
め
語
り
明
か
し
た
親
王
の
思
い
が
、
後
半
の
出
家
の
場
面
に
結

び
つ
い
て
い
る
。
八
十
五
段
を
含
め
て
、
惟
喬
親
王
と
馬
の
頭
と
の

結
び
つ
き
は
、
同
じ
場
を
共
有
し
、
と
も
に
互
い
を
見
つ
め
合
い
な

が
ら
歌
を
詠
み
、
そ
の
心
の
機
微
を
交
わ
し
合
う
と
い
う
形
で
描
か

れ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
情
や
逸
話
が
物
語
の
主
体
で
は
な
く
、
二

人
が
信
頼
し
合
っ
た
主
従
の
関
係
を
大
切
に
し
、
と
も
に
歌
を
詠
み

合
う
場
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
共
有
し
て
い
る
こ
と
こ
そ

が
、『
伊
勢
物
語
』
の
惟
喬
親
王
に
関
わ
る
章
段
の
主
題
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
考
え
た
場
合
、
八
十
五
段
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
歌
は
、
三

章
段
の
歌
の
中
で
最
も
そ
の
主
題
を
明
確
に
歌
い
上
げ
た
存
在
で
あ

る
と
言
え
る
。
同
時
に
、
惟
喬
親
王
の
青
年
期
・
壮
年
期
・
晩
年
期

を
描
い
た
三
章
段
の
最
後
に
お
い
て
、
親
王
を
取
り
巻
く
状
況
が
明

か
ら
暗
へ
と
移
ろ
う
流
れ
の
中
で
さ
え
、
変
わ
る
こ
と
な
く
二
人
の

間
に
結
ば
れ
て
い
る
思
い
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
完

結
さ
せ
る
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

４
．「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
実
際
の
授
業
展
開

⑴
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
ま
で
の
学
習
歴

　

古
典
Ａ
選
択
者
は
、
四
月
当
初
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
を
継
続
し
て

学
習
し
て
き
た
。
通
常
の
古
典
授
業
と
は
異
な
り
、
古
文
・
漢
文
の
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方
か
ら
、「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
を
視
点
を

転
換
し
て
考
え
さ
せ
る
、
適
切
な
指
摘
や
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
結
果
的
に
辞
書
の
解
釈
の
枠
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
学
習
者
と
し
て
は
精
一
杯
の
解
釈
だ
と
評
価
し
、
第
三
時
の

後
半
は
、「
目
離
る
・
目
離
れ
」
の
用
例
分
析
を
踏
ま
え
た
研
究
と

し
て
山
本
教
授
の
論
文
を
紹
介
し
て
（
上
記
引
用
①
・
②
）、
指
導

者
の
口
語
訳
（
前
述
）
を
提
示
し
た
。

⑷
授
業
を
行
っ
て
の
反
省
点

①
学
習
者
が
歌
物
語
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
、
地
力
で
和
歌
を
解
釈
す

る
と
い
う
目
標
は
、
一
定
程
度
達
成
さ
れ
た
も
の
の
、
用
例
分
析

を
す
る
こ
と
な
く
視
点
を
転
換
す
る
解
釈
へ
は
た
ど
り
着
け
な
か

っ
た
。

②
指
導
者
自
身
は
、
山
本
論
文
に
よ
っ
て
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が

り
給
う
て
、
御
衣
脱
ぎ
て
賜
へ
り
け
り
」
の
親
王
の
心
情
を
納
得

す
る
解
釈
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
学
習
者
に
こ
の
解
釈
を
結
論
と

し
て
示
し
て
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
に
は
、
確
信
が
持
て
な
い
で
い

る
。

５
．「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
授
業
を
終
え
て

　

授
業
と
し
て
は
当
初
の
目
標
を
果
た
せ
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に

こ
の
授
業
で
一
番
学
習
し
楽
し
ん
だ
の
は
指
導
者
自
身
だ
っ
た
。
何

よ
り
も
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
多
角
的
に
考
察
し

　

今
回
の
授
業
が
今
ま
で
の
『
伊
勢
物
語
』
の
学
習
の
ま
と
め
で
あ

る
こ
と
、
歌
の
口
語
訳
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

⑶
第
二
時
と
第
三
時
の
授
業
展
開

　

第
一
時
に
取
り
組
ん
だ
各
自
の
口
語
訳
か
ら
六
つ
を
選
び
、
授
業

プ
リ
ン
ト
②
と
し
て
第
二
時
に
配
布
し
た
。
最
初
の
指
導
者
の
指
摘

を
受
け
て
、
学
習
者
は
口
語
訳
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
は
い
た
が
、
内

容
的
に
は
指
導
書
等
の
口
語
訳
（
解
釈
）
の
範
疇
を
越
え
て
い
な
か

っ
た
。
古
典
Ａ
選
択
の
学
習
者
は
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
帰
結
点

と
し
て
感
動
の
中
心
に
和
歌
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ

る
程
度
理
解
し
て
い
た
が
、
第
二
時
の
学
習
活
動
に
お
い
て
も
、
指

導
者
に
よ
る
「
詠
み
手
自
身
の
感
動
の
表
出
だ
け
で
、
他
者
で
あ
る

親
王
の
感
情
を
こ
こ
ま
で
強
く
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い

う
指
摘
だ
け
で
は
、
視
点
の
置
き
換
え
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

学
習
者
の
口
語
訳
は
、「
お
慕
い
申
し
上
げ
る
あ
な
た
の
お
側
に

こ
う
し
て
寄
り
添
っ
て
い
た
い
」
と
い
う
「
男
」
の
心
情
を
よ
り
強

く
強
調
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
。
ま
た
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
の
語

義
を
「
目
を
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
に
」
と
と
り
雪
に
か
か
る

修
飾
語
句
と
し
て
取
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。「
男
」

が
親
王
の
お
側
に
寄
り
添
い
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
で
は
な
い
の
で
、
学
習
者
が
そ
の
思
い
を
強
調
す
る
口
語

訳
に
腐
心
す
る
の
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

第
三
時
の
前
半
に
も
継
続
し
て
口
語
訳
を
検
討
し
た
。
指
導
者
の
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た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
考
察
の
範
囲
を
越
え
る
語
義
を
山
本
教
授
の

論
文
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
た
こ
と
。
そ
れ
に
よ
り
筆
者
は
自
己
の
考

察
を
再
認
識
し
、『
伊
勢
物
語
』
全
体
に
対
す
る
理
解
を
大
き
く
深

め
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。
和
歌
を
読
み
解
く
こ
と
の
お

も
し
ろ
さ
を
一
番
感
じ
て
い
た
の
は
、
指
導
者
自
身
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
伊
勢
物
語
』
の
簡
潔
で
無
駄
を
省
い
た
叙
述
が
、
和
歌
の
感
動

に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

和
歌
の
口
語
訳
は
長
く
詳
し
け
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
も
な

い
と
感
じ
た
。
本
歌
の
リ
ズ
ム
感
を
失
わ
ぬ
よ
う
に
、
簡
潔
に
正
確

に
そ
の
感
動
を
今
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
、
難
し
さ
と
楽
し

さ
を
同
時
に
感
じ
た
。

　
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
い
う
僅
か
五
音
の
言
葉
が
、
大
き
な
意
味
合

い
を
持
ち
、
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
が
千
年
も
前
に
歌
か
ら
消
滅
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
同
時
に
そ
の
言
葉
の
歌
か
ら
の
消

滅
が
、
そ
の
言
葉
が
表
出
す
る
感
動
の
消
滅
を
意
味
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
対
す
る
驚
き
。し
か
し
そ
れ
は
現
在
の
言
葉
を
用
い
て「
目

離
れ
せ
ぬ
」
と
い
う
感
動
・
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
直

結
し
て
い
る
。
い
や
、
理
解
す
る
こ
と
自
体
さ
え
難
し
い
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
難
し
さ
を
通
し
て
、
言
葉
を

通
し
て
、
自
分
た
ち
の
視
点
と
違
う
感
動
や
思
い
を
読
み
解
く
こ
と

の
お
も
し
ろ
さ
は
、
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
そ
の
も
の
だ
と
も
感
じ
た
。


