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面
的

･
具
鮭
的
な
分
析
も
な
-
､
怨
嵯
や
説
諭
の
作
品
を

『
社
食
階

級
闘
争
を
深
-
反
映
し
て
い
る
』
と
言
い
､
国
風
の
民
歌
を

『県
に

鹿
範
囲
に
人
民
大
衆
の
生
活

･
思
想

･
感
情
や
願
望
を
表
現
し
て
い

る
』
『
奴
隷
の
戦
歌
で
あ
る
』
『
高
度
な
思
想
性
と
完
成
さ
れ
た
塾
術

形
式
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
』
と
言
う
が
､
こ
れ
ら
の
過
分
な
讃
美

や
､
作
品
の
賓
際
を
離
れ
た
､
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
だ
け
の
形
而
上
学

的
方
法
は
'
魯
迅
が
詩
を
論
ず
る
歴
史
的
群
語
法
の
方
法
と
は
'
大

き
な
隔
た
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
(二
五
二
貢
)
と
い
っ
た
記
述
を

一
語
す
れ
ば
了
解
で
き
よ
う
｡

以
上
長
々

と
内
容
を
紹
介
し
､
自
ら
の
蒙
昧
を
省
み
ず
私
見
を
述

べ
て
み
た
が
､
や
は
-
益
を
獲
る
こ
と
ま
こ
と
に
多
し
と
い
う
の
が

最
終
的
な
感
想
で
あ
る
｡
本
書
全
篇
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
は
'

新
し
い
思
潮
や
学
問
を
大
成
し
た
者
は
寓
世
に
亙
っ
て
構
え
ら
れ
る

が
､
そ
の
業
績
も
寛
は
多
-
の
先
覚
者
た
ち
が
果
敢
に
蒔
い
た
種
子

が
あ
っ
て
こ
そ
開
花
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
､

大
学
者
の
偉
大
な
仕
事
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
-
､
こ
れ
ま

で
軽
観
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
学
者
や
研
究
書
を
も
決
し
て
忽
せ
に
は

し
な
い
態
度
で
あ
る
｡

一
つ
の
立
場
に
偏
す
る
こ
と
な
-
'
優
れ
た

も
の
は
取
る
と
い
う
本
書
の
基
本
的
精
神
は
'
即
ち
夏
氏
自
身
の
学

術
に
封
す
る
態
度
で
も
あ
ろ
う
｡
本
書
に
は
教
科
書
的

･
啓
蒙
書
的

表
現
も
散
見
す
る
が
､
そ
の
内
容
は
決
し
て
教
科
書
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
｡
何
よ
り
も
､

一
見
マ
ル
ク
ス
主
義
の
色
彩
に
覆
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
本
書
に
､
毒
酒
の
出
版
社
が
目
を
つ
け
て

こ
れ
を
再
び
世
に
出
し
た
と
い
う
事
寛
が
､
そ
の
こ
と
を
雄
梓
に
物

語
っ
て
い
る
｡
と
も
す
れ
ば

｢木
を
見
て
森
を
見
ず
｣
に
な
-
が
ち

な
､
砂
漠
た
る
古
代
詩
歌
の
世
界
を
､
高
所
か
ら
僻
撤
し
得
た
著
者

の
力
量
は
驚
嘆
に
値
し
よ
-
｡

(京
都
大
学

大
野
圭
介
)

田
本
相
主
編

『
中
国
現
代
比
較
戯
劇
史
』

北
京

文
化
蛮
術
出
版
社

一
九
九
三
年
六
月

六
八
三
貢

俸
銃
の

｢戯
曲
｣
が

｢
唱
､
念
'
作
'
打
｣
を
表
現
手
段
と
す
る

の
と
異
な
っ
て
､
話
劇
は
対
話
と
動
作
を
主
な
表
現
手
段
と
す
る
｡

こ
の
話
劇
は
欧
米
で
は

D
ram
a
と
呼
ば
れ
る
が
､

中
国
で
は
､

｢新
劇
｣
､
｢文
明
戯
｣
な
ど
と
辞
さ
れ
て
い
て
､

一
九
二
八
年
､
洪

深
の
提
唱
で

｢話
劇
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
新
し
い
演
劇
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形
式
は
演
劇
理
念
か
ら
'
創
作
手
法
､
舞
茎
建
設
に
至
る
ま
で
'
大

い
に
外
囲
か
ら
の
影
響
を
受
け
漬
け
て
来
た
｡
西
洋
､
日
本
を
は
じ

め
と
す
る
外
来
の
影
響
が
な
け
れ
ば
､
話
劇
の
更
生
'
成
熟
は
考
え

に
く
い
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
外
囲
の
思
潮
､
作
家
'
作
品
な
ど
が
如
何
に
話
劇
の
成

長
に
影
響
を
典
え
た
の
か
､
話
劇
が
如
何
に
外
国
か
ら
の
影
響
を
受

け
な
が
ら
自
ら
の
道
を
歩
ん
で
来
た
の
か
､
外
来
の
も
の
が
中
国
に

お
い
て
如
何
に
襲
容
し
た
の
か
な
ど
'
話
劇
の
本
鰹
に
か
か
わ
る
問

題
を
､
比
較
撃
の
角
度
か
ら
見
つ
め
る
研
究
は
'
残
念
な
が
ら
'
盛

ん
に
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､

一
九
四
九
年

以
後
､
最
初
の
話
劇
史
は
､
｢文
化
大
革
命
｣
が
終
わ
っ
た
あ
と
'

一
九
八
九
年
に
な
っ
て
'
や
っ
と
世
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
｡
原
因
は
周
知
の
通
-
だ
が
､
誠
に
盈
念
な
こ
と
で
あ
る
｡

話
劇
の
比
較
研
究
も
例
外
で
は
な
-
､
八
十
年
代
に
は
い
っ
て
､

一

作
家
､

一
作
品
を
封
象
と
し
た
試
み
が
よ
う
や
-
少
し
ず
つ
見
え
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
以
来
'
こ
の
よ
う
な
努
力
が
績
け
ら
れ
て
い

る
が
'
や
は
-
小
規
模
で
､
史
と
い
う
次
元
か
ら
､
話
劇
が
外
国
か

ら
の
影
馨
を
受
け
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
な
か
な
か
現
わ

書

評

れ
な
い
｡

こ
ん
な
時
､

田
本
相
民
主
編
の

『
中
国
現
代
比
較
戯
劇

史
』
が
出
版
さ
れ
､
う
れ
し
い
と
同
時
に
､
そ
の
重
さ
を
感
じ
な
い

わ
け
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
｡

こ
の

『
中
国
現
代
比
較
戯
劇
史
』
は
､
時
代
順
に
四
編
に
分
け
ら

れ
て
い
る
｡
第

一
編
は

｢文
明
戯
時
代
｣

で
､

五
章
に
分
か
た
れ

る
｡
第
二
編
は

｢
二
十
年
代
｣
で
､
八
草
に
分
か
た
れ
る
｡
第
三
編

は

｢
三
十
年
代
｣
で
'
八
章
に
分
か
た
れ
る
｡
第
四
編
は

｢
四
十
年

代
｣
で
七
十
章
に
分
か
た
れ
る
O
従
来
の

｢第

1
次
園
内
革
命
戦
争

時
期
的
話
劇
｣
と
か
'
｢箆
解
放
戦
争
服
務
的
現
代
話
劇
｣
と
か
､

政
治
や
社
合
時
期
の
区
分
に
も
と
づ
-
､
あ
-
き
た
-
の
分
け
方
と

比
べ
て
'
本
書
の
こ
の
分
け
方
は
素
直
で
､
冷
静
に
み
え
た
｡
ま
た
'

｢後
記
｣
に
よ
れ
ば
､
本
書
は
複
数
の
著
者
に
各
自
得
意
の
部
分
を

捨
常
さ
せ
た
'
い
わ
ば
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
結
晶
で
あ
る
｡
十
年
近
-

も
そ
の
下
準
備
に
か
か
っ
た
こ
と
か
ら
､
普
初
の
仕
事
の
大
襲
さ
が

想
像
で
き
る
｡

中
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
外
国
の
劇
作
家
と
し
て
､
本
書

は
イ
プ
セ
ン
､
ワ
イ
ル
ド
､
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
'
チ
ェ
ー
ホ
フ
､
ゴ

ー
ゴ
リ
を
選
ん
だ
｡
客
観
的
に
史
宴
を
考
え
れ
ば
､
こ
れ
は
眼
識
の
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あ
る
選
樺
だ
と
い
え
よ
う
｡

こ
れ
ら
の
作
家
を
各
年
代
に
分
散
し
て

論
じ
て
､
概
ね
､
中
国
で
の
翻
謬
お
よ
び
紹
介
の
経
緯
､
思
想
と
作

品
の
分
析
､
そ
し
て
中
国
作
家

へ
の
影
響
と
い
っ
た
順
に
書
か
れ
て

い
る
｡
こ
れ
を
も
っ
て
諸
外
国
作
家
の
中
国
に
お
け
る
影
響
の
全
過

程
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
'
｢外
囲
か
ら
の
影
響
｣
と

い
う
も
の
を
具
鮭
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
も
で
き
た
｡
特
に
､
作
家
論

の
部
分
に
､
注
目
す
べ
き
論
議
も
あ
-
､
筆
者
の
親
い
観
察
力
に
た

だ
感
心
す
る
ば
か
-
で
あ
る
｡
い
さ
さ
か
飴
計
な
こ
と
だ
が
､
な
ぜ

上
述
の
作
家
を
選
ぶ
の
か
､
そ
し
て
ど
の
作
家
を
ど
の
時
代
に
お
い

て
論
ず
る
の
か
に
関
し
て
､
全
書
統

一
の
基
準
を
明
示
し
て
-
れ
れ

ば
､
も
っ
と
わ
か
-
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡

以
下
､
本
書
の
順
序
を
追

っ
て
､
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思

う
｡
謹
ん
で
感
想
の
あ

っ
た
部
分
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
の
を
前
提

と
す
る
た
め
､
対
象
は
時
に
編
で
あ

っ
た
-
､
章
で
あ

っ
た
-
し
て

い

る

｡
俸
統
奮
戯
と
区
別
し
て
､
早
期
の
話
劇
は

｢文
明
戯
｣
と
呼
ば
れ

て
い
た
｡
し
か
し
､
革
命
性
､
進
歩
性
を
失

っ
た
後
期
の
文
明
戯
が

堕
落
し
た
未
に
､
下
ら
な
い
､
下
品
と
い
っ
た
悪
名
を
背
負

っ
て
し

ま
っ
た
｡
そ
れ
に
､
年
代
が
古
い
た
め
､
関
係
す
る
資
料
の
入
手
も

そ
う
簡
単
で
は
な
い
｡
こ
の
た
め
､
文
明
戯
に
関
す
る
学
術
的
研
究

は
従
来
十
分
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
o

し
か
し
､

話
劇
の
章
生
の

｢前
史
｣
と
し
て
､
文
明
戯
は
ど
う
し
て
も
見
逃
せ
な
い
存
在
で
あ

る
.
本
書
の
第

l
編
は
こ
の
文
明
戯
時
代
を
対
象
と
し
､
話
劇
茸
生

曹
初
の
史
書
に
焦
鮎
を
普
て
て
い
る
｡

こ
の
編
に
於
て
は
､
ま
ず
､
対
話
を
表
現
手
段
と
す
る
話
劇
が
清

末
か
ら
'
中
図
に
導
入
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
｡
在
中
園
西

洋
人
の
演
劇
､
教
合
学
校
の
演
劇
と
日
本
の
新
涯
劇
に
啓
頚
ざ
れ
た

｢春
柳
祉
｣
の
演
劇
は
､
話
劇
最
初
の
起
源
で
､
そ
の
後
､
多
-
の

劇
圏
が
誕
生
L
t
｢
五
四
｣
ま
で
に
､

早
-
も
繁
栄
､
衰
退
の
過
程

を
経
験
し
た
o
こ
の
歴
史
か
ら
､
作
者
は
話
劇
の
学
生
が
外
来
文
化

の
進
入
と
深
-
か
か
わ
-
､
そ
の
途
中
で
､
知
識
階
層
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
襲
揮
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
o
次
に
､
作
者
は
清
末

の
戯
曲
改
良
と
外
来
影
馨
の
関
係
を
検
討
す
る
｡
大
襲
革
の
時
代
に

お
い
て
､
長
い
歴
史
を
持
ち
､
多
-
の
国
民
に
愛
さ
れ
て
き
た
戯
曲

が
改
良
を
意
識
し
､
構
成
も
表
現
も
鋼
讃
劇
に
影
響
さ
れ
､
そ
の
虞

似
を
し
始
め
､
舞
茎
形
式
ま
で
襲
化
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
戯
曲
の
改

136



良
か
ら
'
話
劇
の
成
長
の
必
然
性
が
伺
え
る
と
作
者
は
言
う
｡
ざ
ら

に
､
早
期
話
劇
と
日
本
と
の
関
係
に
も
目
を
向
け
る
｡
話
劇
史
に
お

い
て
､
日
本
は
放
か
せ
な
い
案
内
人
だ
っ
た
こ
と
が
よ
-
知
ら
れ
て

い
る
が
､
作
者
は
､
春
柳
社
の
結
成
か
ら
新
涯
劇
の
影
響
ま
で
､
多

-
の
資
料
に
基
づ
い
て
'
詳
し
-
事
糞
関
係
を
ま
と
め
た
｡
同
時
に
'

西
洋
の
ロ
マ
ン
涯
演
劇
も
'
研
謬
紹
介
に
よ
っ
て
､
観
客
に
新
鮮
な

感
動
を
も
た
ら
し
な
が
ら
､
従
来
の
中
国
の
演
劇
観
念
に
大
き
な
衝

撃
を
輿
え
た
と
'
作
者
は
具
鰻
的
に
創
作
劇
の
名
を
挙
げ
て
､
奨
化

の
見
え
る
部
分
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
｡
以
上
の
考
察
を
通
し
て
､

作
者
は
話
劇
の
成
熟
に
向
け
て
､
文
明
戯
時
代
に
は
す
で
に
演
劇
思

想
か
ら
､
表
現
形
式
ま
で
､
幅
虞
-
必
要
な
基
礎
が
築
か
れ
て
い
た

と
結
論
す
る
｡

話
劇
孝
生
の
事
章
関
係
だ
け
な
ら
ば
､
他
人
の
研
究
や
嘗
事
者
の

回
想
な
ど
か
ら
も
､
幾
分
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
こ
の
第

1
編
の

よ
う
に
､
外
囲
か
ら
の
影
響
を
鮮
明
に
意
識
し
､
中
国
固
有
の
演
劇

に
何
が
新
た
に
生
ま
れ
た
の
か
に
着
眼
L
t
そ
れ
を
問
題
鮎
と
し
つ

つ
､
解
明
し
て
い
-
考
え
方
は
､
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
｡
ま
た
'
本

編
に
見
ら
れ
る
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
対
話
な
ど
に
関
す
る
細
か
い

書

評

比
較
研
究
は
､
大
量
な
劇
作
晶
を
謹
み
込
ん
だ
基
礎
を
ふ
ま
え
て
い

る
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
､
地
道
な
下
準
備
が
こ
こ
に
知
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
､
注
樺
の
欄
を
見
て
み
る
と
'
関
係
す
る
資
料
の
収
集
に
作

者
が
か
な
-
の
力
を
入
れ
た
と
わ
か
る
｡
そ
れ
に
､
同

一
資
料
に
い

-
つ
か
の
刊
本
が
あ
る
時
'
作
者
は
も

っ
と
も
早
期
の
刊
本
を
使

っ

て
お
-
'
小
さ
な
こ
と
だ
が
､
厳
密
さ
を
伺
わ
せ
る
｡
個
人
的
な
意

見
だ
が
､
こ
の
一
編
は
､
も

っ
と
も
資
料
が
充
貸
し
'
筆
致
も
落
ち

着
い
て
'
説
得
力
の
あ
る

1
編
だ
と
言
え
よ
う
.

五
四
時
期
の
新
文
化
人
な
ら
ば
､
だ
れ
も
が
イ
プ
セ
ン
を
知

っ
て

い
る
と
い
-
ほ
ど
'

イ
ブ
セ
ソ
の
紹
介
､

研
評
が
盛
ん
だ
っ
た
｡

『
新
青
年
』
は
潮
流
の
先
頭
に
立

っ
て
'

｢
イ
ブ
セ
ソ
専
競
｣

を
出

し
､
こ
れ
は
中
国
の
薙
誌
で
始
め
て
外
囲
作
家
の
専
競
と
な

っ
た
o

こ
の
イ
ブ
セ
ソ
を
論
題
に
し
た
の
は
､
第
二
編
第
二
章
の

｢
イ
プ
セ

ン
と
中
閥
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
｣

で
あ
る
o

｢
五
四
演
劇
の
提
唱
者

が
､
中
国
の
(俸
銃
の
)
戯
曲
を
贋
棄
'
文
明
戯
を
否
定
す
る
中
で
イ

プ
セ
ン
に
向

っ
た
の
で
あ
る
｡
-
-
彼
ら
は
演
劇
が
生
活
を
再
現
す

る
効
果
に
思
い
を
寄
せ
､
-
-
演
劇
の
生
活

へ
の
影
響
を
強
調
す
る

の
だ
｡
こ
こ
に
来
て
､
彼
ら
が
イ
プ
セ
ン
を
選
揮
す
る
意
向
は
も
-
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明
ら
か
に
な
っ
た
o
｣
と
イ
プ
セ
ン
を
選
揮
す
る
必
然
性
を
見
出
し

た
｡
そ
れ
は
つ
ま
-
'
イ
プ
セ
ン
劇
に
あ
る
現
祉
脅
'
現
文
化

へ
の

鏡
い
観
察
､
厳
し
い
批
判
は
昔
時
の
提
唱
者
か
ら
見
れ
ば
､
国
民
を

啓
蒙
し
､
敢
合
を
改
革
す
る
も
っ
て
こ
い
の
手
段
に
も
な
っ
た
か
ら

だ
｡
よ
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
五
四
時
期
に
は
い
ろ
ん
な
思
想
'
主

張
が
中
国
に
入
-
込
み
'
選
揮
肢
と
し
て
は
多
数
あ
る
だ
け
に
､
ど

れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
問
題
を
廉
い
背
景
に
置
い
て
考
え
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
だ
｡
本
章
が
背
景
に
あ
る
多
-
の
要
素
を
考
慮
に
入

れ
て
､
｢
イ
プ
セ
ン
が
中
国
近
代
演
劇
観
念
の
形
成
に
典
え
た
も
う

一
つ
の
重
大
な
影
響
は
､
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
の
審
美
原
則
を
樹
立
し

た
こ
と
で
あ
る
｣
と
結
ん
だ
の
も
'
筋
の
通
っ
た
ご
-
普
然
な
成
-

行
き
で
あ
る
｡

ま
た
､

｢『
人
形
の
家
』

の
多
大
な
影
馨
｣

と
い
う
節
を
設
け
､

｢
ノ
ー
ラ
劇
型
｣
と
い
う
概
念
を
用
い
て
､
創
作
劇
が
如
何
に
主
題

か
ら
プ
ロ

ッ
ト
の
設
定
に
至
る
ま
で
､
｢人
形
の
家
｣

に
影
響
さ
れ

た
か
を
検
認
し
た
｡

｢人
形
の
家
｣
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
'
胡
適
の

｢終
身
大
事
｣
を
は
じ
め
､
個
性
の
解
放
､
婚
姻
の
自
由
と
い
っ
た

現
賓
的
な
要
求
を
反
映
す
る
創
作
劇
が
多
-
作
ら
れ
､

一
時

｢社
食

問
題
劇
｣
が
大
流
行
し
た
｡
作
者
は
こ
の
懐
向
に
注
目
す
る

一
万
㌧

ま
た
客
観
的
に

｢
ノ
ー
ラ
劇
型
｣
の
創
作
劇
の
問
題
鮎
を
指
摘
し
た
｡

そ
れ
は
即
ち
手
法
上
の
未
熟
さ
で
あ
る
.
異
腹
的
に
作
品

1
つ
一
つ

を
批
評
し
て
は
い
な
い
が
､
イ
プ
セ
ン
の
虞
髄
は
ま
だ
十
分
消
化
さ

れ
て
い
な
い
た
め
､
う
ま
-
表
現
で
き
た
と
は
言
え
な
い
と
単
刀
直

入
に
批
判
を
加
え
て
い
る
｡

イ
プ
セ
ン
に
関
し
て
は
､
本
章
は
こ
れ
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
が
､

こ
れ
だ
け
で
は
少
し
も
の
足
-
な
い
気
が
す
る
｡
胡
適
は
言
う
､

｢
イ
プ
セ
ン
の
文
学
､
イ
プ
セ
ン
の
人
生
観
は
'
た
だ

一
つ
'
寓
責

主
義
だ
｡
｣
イ
プ
セ
ン
の
中
国
で
の
受
容
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
｡

事
賓
､
最
初
か
ら
､
中
国
版
の
イ
プ
セ
ン
は
寓
賓
主
義
の
色
合
い
が

と
-
わ
け
強
-
､
彼
の
作
品
を
赴
合
現
糞
を
暴
露
､
批
判
す
る
作
品

と
し
て
し
か
注
目
し
な
い
傾
向
が
長
い
間
結
い
て
い
た
｡
責
際
､
彼

の
全
作
品
特
に
後
期
の
作
品
を
読
め
ば
､
そ
れ
ら
は
寓
責
主
義
だ
け

で
は
な
-
､
い
-
つ
も
の
顔
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
本
章

も
い
-
'

｢
イ
プ
セ
ン
の
創
作
の
複
雑
性
と
多
重
性
か
ら
'
様

々
な

流
涯
の
作
家
た
ち
が
彼
を
自
分
の
流
涯
の
創
始
者
と
見
な
す
｡
｣

つ

ま
-
､
イ
プ
セ
ン
の
多
重
性
を
本
章
も
十
分
認
識
し
て
い
る
｡
し
か
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L
t
事
真
上
､
本
章
の
関
心
は
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
集
中
し
'
象
徴

主
義
､
表
現
主
義
な
ど
の
面
に
は
ほ
と
ん
ど
解
れ
て
い
な
い
｡
私
個

人
の
印
象
だ
が
､
こ
れ
で
は
イ
プ
セ
ン
が
結
局
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家

と
し
て
し
か
見
え
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
不
必
要
な
印
象
を
生
じ
さ
せ

な
い
た
め
'
寓
責
主
義
の
作
品
を
除
い
て
､
イ
プ
セ
ン
の
は
か
の
作

品
は
中
国
に
於
て
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に

も
､
い
ま
少
し
注
意
が
排
わ
れ
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

確
か
に
事
賓
と
し
て
は
､
寓
糞
主
義
の
作
品
が
社
食
及
び
創
作
劇
に

演
-
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
､
イ
プ
セ
ン
を
専
門
の
論
題
と
す
る
以
上

は
､
も
う
少
し
全
面
的
に
述
べ
て
は
し
か
っ
た
｡

第
三
編
は
三
十
年
代
を
中
心
と
し
て
い
る
｡

｢赤
き
三
十
年
代
｣

と
言
わ
れ
る
こ
の
時
代
に
､

1
万
で
は
世
界
的
に
流
行
る
左
巽
思
想

が
中
園
に
も
浸
透
し
て
'
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
戯
劇
運
動
を
手
助
け
し
､

も
う

一
方
で
は
､
外
来
影
響
が
次
第
に
深
化
し
て
､
中
国
話
劇
の
成

熟
を
象
徴
す
る
作
品
が
次
第
に
誕
生
し
た
と
本
編
は
言
う
｡
前
者
に

関
す
る
論
述
は
､
概
ね
従
来
の
認
識
と
大
き
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な

い
が
､
後
者
に
つ
い
て
の
論
述
は
'
ま
さ
に
新
し
い
考
え
方
を
示
し

て
い
る
o
従
来
'
三
十
年
代
の
話
劇
に
関
し
て
､
研
究
の
重
鮎
は
多

書

評

-
左
翼
の
戯
劇
活
動
に
置
か
れ
て
い
て
､
そ
れ
以
外
の
作
家
､
作
品
､

舞
蔓
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
'
こ
の
時
代
の
話
劇
活
動
が
あ
た
か

も
た
だ
左
翼
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
本
編

は
こ
の
一
方
的
な
見
方
か
ら
脱
出
し
､
す
べ
て
の
史
糞
を
客
観
的
に

と
ら
え
よ
う
と
し
た
｡
ペ
ー
ジ
数
だ
け
か
ら
見
て
も
､
こ
の
部
分
が

か
な
-
の
量
を
有
し
､
作
者
が
こ
の
仕
事
に
県
剣
に
臨
ん
だ
姿
が
伺

え
る
｡｢も

し
も
､
五
四
時
期
で
は
､
西
洋
の
演
劇
理
論
の
闇
等
紹
介
が
､

ま
だ
演
劇
が
い
か
な
る
方
向
に
向
か
う
べ
き
か
の
討
論
に
集
中
し
て
'

西
洋
の
演
劇
を
用
い
て
俸
銃
の
奮
劇
を
批
判
し
た
と
す
る
な
ら
ば
､

三
十
年
代
の
演
劇
理
論
の
研
讃
紹
介
は
､
演
劇
が

l
鮭
何
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
を
論
議
し
､
演
劇
の
内
的
本
質
と
外
的
形
態
の
研
究
を

重
蔵
し
た
｣
と
'
こ
の
時
期
に
､
人
々
の
関
心
は

一
歩
進
ん
で
'
演

劇
そ
の
も
の
や
､
悲
劇
喜
劇
な
ど
形
式
の
区
別
な
ど
に
移
-
'
出
版

さ
れ
た
中
国
人
に
よ
る
演
劇
理
論
の
書
物
か
ら
そ
の
指
向
が
わ
か
る

と
作
者
は
言
う
｡
ま
た
､
五
四
時
代
に
入
っ
て
き
た
各
種
の
現
代
涯

戯
劇
も
､
社
合
的
､
時
代
的
'
作
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
理
由
で

裏
返
し
､
長
績
き
が
で
き
な
-
な
-
､
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
が
主
流
に
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な
-
つ
つ
あ
っ

た
｡
作
者
は
外
国
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
､
自

分
ら
し
さ
を
産
み
出
し
て
い
っ
た
作
家
の
代
表
と
し
て
､
夏
術
､
曹

昂
を
畢
げ
る
｡
チ
ェ
ー
ホ
フ
､
イ
プ
セ
ン
､
オ
ニ
ー
ル
な
ど
の
作
品

か
ら
強
-
感
動
を
受
け
た
こ
の
二
人
の
作
品
に
は
､
｢
は
っ
き
-
と

し
た
主
性
意
識
｣
が
現
わ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
､

演
劇
理
論
や
主
義
､
主
張
の
再
選
樺
や
作
家
､
作
品
な
ど
を
通
し
て
､

作
者
は
外
囲
か
ら
の
影
響
が
深
化
し
て
行
-
資
状
を
綿
密
に
論
述
し

て
い
る
｡

夏
術
'
官
爵
の
作
品
を
検
討
す
る
際
､
過
剰
な
許
債
を
輿
え
た
-

す
る
所
が
あ
-
'
妥
督
性
に
放
け
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
'

本
編
全
鮭
の
構
造
を
見
て
み
れ
ば
､
作
者
の
こ
の
時
代
を
偏
ら
ぬ
配

鮎
で
括
こ
う
と
す
る
構
想
が
感
じ
ら
れ
'
特
に
そ
の
問
題
提
起
の
あ

-
か
た
､
考
慮
の
詳
細
さ
は
'
好
感
が
も
て
る
｡

第
四
編
の
第
十
章
は

｢外
囲
に
於
け
る
中
国
話
劇
｣
と
題
す
る
｡

｢
四
十
年
代
｣
編
に
展
す
る
が
､

一
九
四
九
年
以
後
の
演
劇
の
資
態

に
も
解
れ
て
い
る
｡
中
園
の
話
劇
が
外
囲
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
自
ら
の
道
を
探
-
､
海
外
に
行

っ
て
､
公
演
を
行
な
-
こ
と
も
め

ず
ら
し
-
な
-
な

っ
た
.
本
章
は
着
眼
鮎
を

1
梅
し
､
こ
の
話
劇
の

海
外
で
の
公
演
活
動
を
最
終
章
と
し
､
周
到
に
本
書
を
締
め
-
-

っ

た
｡
日
本
､
東
南
ア
ジ
ア
､
欧
米
と
い
う
三
つ
の
地
域
に
分
け
て
､

本
世
紀
二
十
年
代
か
ら
八
十
年
代
に
わ
た
る
長
い
歴
史
に
鮎
在
す
る

演
劇
活
動
を
順
序
よ
-
ま
と
め
､
話
劇
の
海
外
公
演
史
に
も
な

っ
て

い
る
｡
そ
の
上
､
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
､
劇
壇
､
知
識
人
な
ど
の
話
劇

に
封
す
る
評
論
を
披
露
し
､
普
段
で
は
み
る
チ
ャ
ン
ス
の
少
な
い
資

料
を
み
せ
て
-
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
話
劇
の
発
着
を
吸
収
す

る
面
だ
け
で
は
な
-
､
成
長
し
な
が
ら
海
外
進
出
を
果
し
て
ゆ
-
面

を
も
､
研
究
の
蔽
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
話
劇
の
成
長
し
て

い
-
全
鰹
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し

一
方
､
正
直
に
言

っ
て
､
史
寛
が
本
営
に
こ
れ
だ
け
か
と

い
-
疑
問
を
､
話
劇
の
海
外
凱
旋
録
の
よ
-
な
プ
ラ
ス
面
の
内
容
ば

か
-
の
こ
の
章
を
謹
ん
で
､
抱
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
｡

本
章
は
､
話
劇
が
如
何
に
海
外
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
し

た
の
か
､
如
何
に
客
受
け
が
よ
い
か
な
ど
を
､
華
麗
な
形
容
詞
を
動

員
し
て
散
文
調
で
語

っ
て
い
る
｡
現
地
の
人
の
書
い
た
評
論
も
引
用

し
て
い
る
が
､
賛
美

1
色
で
､
批
判
的
な
材
料
は
全
-
見
え
な
い
.

そ
の
原
因
に
つ
い
て
､
恐
ら
-
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
｡

一
つ
に
は
､
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不
足
鮎
を
指
摘
す
る
評
論
が
あ

っ
た
が
'
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
｡

も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
'
資
料
を
も

っ
と
公
正
に
運
用
す
べ
き

だ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
二
つ
に
は
､
こ
の
よ
う
な
評
論
は

確
か
に
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
｡
そ
の
可
能
性
は
低
い
が
(二
十
年

代
か
ら
八
十
年
代
に
わ
た
る
長
い
歴
史
だ
か
ら
)､

そ
う
で
あ
れ
ば
､
自

他
賛
美
の
オ
ン
･
パ
レ
ー
ド
で
は
な
-
､
国
外

へ
出
た
話
劇
が
な
ぜ

好
か
れ
､
ど
ん
な
観
客
層
が
ど
ん
な
目
的
で
話
劇
を
み
た
の
か
な
ど

の
事
賓
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
方
が
､
史
寅
の
記
述
を
責
務
と
す
る

本
章
に
と
っ
て
､
も

っ
と
適
切
で
は
な
い
か
と
思
-
｡
は
か
の
章
に

お
い
て
も
､
し
ば
し
ば
'
い
ま
ま
で
の
中
国
大
陸
の
出
版
物
に
よ
-

見
ら
れ
る
客
観
事
寛
を
必
要
以
上
に
形
容
詞
で
飾

っ
た
-
､
作
家
'

作
品
に
封
し
て
過
剰
な
許
債
を
し
た
-
す
る
書
き
方
が
見
え
る
け
れ

ど
､
本
章
は
こ
の
傾
向
が
と
-
わ
け
強
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

以
上
､
簡
潔
に
本
書
に
封
す
る
私
見
を
述
べ
て
き
た
｡
意
地
悪
い

ほ
ど
い
ろ
い
ろ
言

っ
た
が
､
本
書
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
､
徒
乗
の

研
究
に
見
え
な
か
っ
た
新
し
い
観
野
､
新
し
い
方
法
､
新
し
い
問
題

提
起
'
新
し
い
結
論
な
ど
は
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
｡
中
国
で
は
､

比
較
撃
の
方
法
で
､
話
劇
の
章
展
を
歴
史
の
角
度
か
ら
研
究
し
た
も

書

評

の
は
､
ま
だ
な
か
っ
た
と
前
に
も
言

っ
た
｡
こ
の
意
味
で
､
田
本
相

主
編
の

『
中
国
現
代
比
較
戯
劇
史
』
は
､
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
､

草
分
け
的
な
存
在
だ
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
だ

け
に
､
文
鰻
の
素
朴
さ
､
言
葉
の
精
確
さ
､
そ
し
て
資
料
の
正
確
さ

な
ど
の
面
で
は
'
ま
だ
完
備
し
て
い
な
い
所
が
あ
る
の
も
事
賓
で
あ

る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
大
き
な
仕
事
が
十
分
な
成
果
を
上
げ
た

の
は
､
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
lJ
と
で
あ
る
o
こ
れ
か
ら
､

1
九
四
九

年
以
後
の
普
代
話
劇
の
比
較
研
究
も
な
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
､
田
本

相
氏
を
は
じ
め
と
す
る
本
書
の
執
筆
者
の
新
し
い
研
究
成
果
を
期
待

し
た
い
｡

(京
都
大
学

夏
嵐
)
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