
阿
部
美
香
著

『
歌
川
広
重
の
声
を
聴
く

風
景
へ
の
眼
差
し
と
願
い
』

長
谷
川

奨
悟

本
書
は
歴
史
地
理
学
会
編
『
歴
史
地
理
学
」
や
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・

環
境
学
研
究
科
「
地
域
と
環
境
」
研
究
会
編
『
地
域
と
環
境
』
に
掲
載
さ
れ

た
論
攷
に
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
江
戸
や
そ
の
近
郊
を
対

象
と
す
る
浮
世
絵
や
、
名
所
図
会
資
料
に
紹
介
さ
れ
る
名
所
や
風
景
を
め
ぐ

る
考
察
に
取
り
組
ん
で
き
た
著
者
の
博
士
論
文
を
基
盤
と
す
る
。
そ
の
内
容

は
、
十
九
世
紀
の
浮
世
絵
や
絵
本
に
描
か
れ
、
社
会
規
模
で
共
有
さ
れ
た
風

景
描
写
を
そ
の
当
時
の
「
風
景
の
集
団
表
象
」
の
一
つ
の
形
と
し
て
と
ら
え
、

広
重
の
作
品
に
投
影
さ
れ
る
彼
の
風
景
観
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
歌
川
広
重

（
一
七
九
七

一
八
五
八
）
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
後
期
の
浮
世
絵
師
と
し

て
歴
史
の
教
科
書
に
も
登
場
す
る
有
名
人
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
の
〈
声
〉
を

聴
く
の
だ
と
い
わ
れ
れ
ば
、
広
重
自
身
が
生
前
見
て
い
た
十
九
世
紀
の
「
風

景
」
を
ど
の
よ
う
な
声
や
調
子
で
語
る
の
か
と
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
魅
力
的
な
標
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
目
次
に
示
さ
れ
る
構
成

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

広
重
の
風
景
観
か
ら
何
を
学
べ
る
か

は
じ
め
に

第
Ⅰ
部

大
都
市
江
戸
と
絵
師
広
重

第
一
章

空
前
の
大
都
市

広
重
の
生
き
た
江
戸
の
ま
ち

第
二
章

庶
民
の
娯
楽
浮
世
絵
版
画

第
三
章

成
熟
・
変
動
の
時
代
と
絵
師

歌
川
広
重

第
Ⅱ
部

広
重
の
風
景
観
を
言
葉
か
ら
探
る

第
四
章
『
絵
本
江
戸
土
産
』
と
分
析
の
視
角

第
五
章
『
絵
本
江
戸
土
産
』
挿
絵
の
構
図
を
読
む

第
六
章

広
重
に
よ
る
「
風
景
」
と
そ
の
類
義
語
の
使
わ
れ
方

第
七
章
『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
た
広
重
の
風
景
観

第
八
章
『
絵
本
江
戸
土
産
』
に
お
け
る
耕
地
・
広
野

第
Ⅲ
部

歌
川
広
重
の
思
い
を
掬
い
取
る

第
九
章

広
重
が
託
し
た
思
い

『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
絵
と
言
葉
を

合
わ
せ
て
み
る
と

第
一
〇
章
「
名
所
江
戸
百
景
」
を
広
重
の
「
思
い
」
と
と
も
に
読
み

直
す

歌
川
広
重
の
風
景
観
と
現
代
の
私
た
ち

お
わ
り
に

序
章
に
当
た
る
「
広
重
の
風
景
観
か
ら
何
を
学
べ
る
か
」
で
は
、
現
代
の

社
会
に
お
い
て
保
全
が
必
要
と
さ
れ
る
風
景
の
ヒ
ン
ト
を
、
歌
川
広
重
の
作

品
か
ら
考
え
る
と
い
う
本
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、

十
八
世
紀
と
い
う
時
期
を
日
本
文
化
の
具
体
像
た
る
「
文
化
的
な
風
景
」
の

形
を
探
り
や
す
く
、
江
戸
時
代
と
現
代
の
共
通
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

時
期
で
あ
る
と
指
摘
し
、
当
該
時
期
に
焦
点
を
当
て
る
意
味
を
示
す
。
そ
し

て
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
『
江
戸
寿
那
古
細
選
記
』
な
ど
を
根
拠
に

当
時
か
ら
名
所
絵
の
絵
師
と
し
て
名
高
い
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
は
絶
大
な
影

響
力
を
持
ち
、
当
時
の
社
会
集
団
や
文
化
圏
の
な
か
で
風
景
イ
メ
ー
ジ
が
共

書 評
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有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
「
風
景
の
集
団
表
象
」

の
概
念
に
通
ず
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
風
景
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
共

通
認
識
の
形
成
を
促
し
た
広
重
の
描
く
モ
チ
ー
フ
や
描
写
要
素
の
選
択
に
は
、

商
品
と
し
て
「
売
れ
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
広
重
自
身
の
〈
風

景
観
〉
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
重
視
し
、
本
書
の
目
的
を
彼
の
風
景

観
を
受
け
止
め
る
こ
と
と
設
定
す
る
。

第
Ⅰ
部
（
一
〜
三
章
）
で
は
、
第
Ⅱ
部
（
四
〜
八
章
）
と
第
Ⅲ
部
（
九
・

一
〇
章
）
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
的
知
識
や
社
会
的
背
景
が
整
理

さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
江
戸
の
都
市
発
展
史
と
生
活
を
特
徴
付
け
る

事
柄
と
と
も
に
、
広
重
が
生
き
た
江
戸
時
代
後
期
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
広
重
ら
が
活
躍
で
き
た
社
会
的
背
景
と
し
て
、
浮
世
絵
版
画

生
産
を
め
ぐ
る
歴
史
が
概
観
さ
れ
、
広
重
な
ど
風
景
画
を
描
く
も
の
に
と
っ

て
社
会
的
な
好
機
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
浮
世

絵
版
画
の
製
作
に
お
け
る
社
会
性
に
注
目
し
、「
絵
師
の
思
想
や
物
事
の
捉

え
方
も
、
そ
の
人
間
が
社
会
で
生
き
る
中
で
見
聞
き
し
接
し
た
事
柄
に
影
響

を
受
け
る
」（
六
七
頁
）
と
説
き
、
当
該
時
期
の
日
本
社
会
の
雰
囲
気
に
着

目
し
な
が
ら
広
重
誕
生
前
夜
か
ら
彼
の
死
後
に
至
る
各
時
期
の
経
歴
を
整
理

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
円
熟
期
以
降
に
広
重
自
身
の
裁
量
で
選
び
抜
い
た

場
所
を
含
む
錦
絵
作
品
と
い
え
る
『
江
戸
名
所
百
景
』
や
『
絵
本
江
戸
土

産
』
に
、
広
重
の
風
景
に
対
す
る
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
。

広
重
が
晩
年
に
か
け
て
制
作
し
た
『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
読
み
解
き
を
通

じ
て
、
広
重
の
風
景
を
め
ぐ
る
思
い
に
迫
っ
て
い
く
の
が
第
Ⅱ
部
で
あ
る
。

ま
ず
第
四
章
で
は
、
嘉
永
六
（
一
八
五
〇
）
年
か
ら
慶
応
三
（
一
八
六
七
）

年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
書
誌
情
報
の
概
略
を
示
し
、

広
重
自
身
が
識
し
た
四
編
の
序
文
の
紹
介
を
通
じ
て
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
を
対
象
と
し
て
作
ら
れ
た
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
近
世
に
お
け
る
名
所

案
内
記
や
地
誌
に
関
す
る
研
究
史
を
概
観
す
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
名

所
を
め
ぐ
る
研
究
が
場
所
の
持
つ
由
緒
や
故
事
来
歴
と
と
も
に
検
討
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
本
書
で
は
浮
世
絵
版
画
や
版
本
な
ど
出
版
物
が
、
当

時
の
人
々
の
嗜
好
性
と
関
わ
り
な
が
ら
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、「
そ
れ
ら
名

所
に
付
帯
す
る
由
緒
等
を
あ
え
て
考
慮
の
外
に
置
き
、『
土
産
』
お
よ
び

『
図
会
』
の
表
す
風
景
の
要
素
を
抽
出
し
て
比
較
検
討
し
て
い
く
」（
八
八

頁
）
と
い
う
。
ま
た
、
従
来
の
広
重
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
広
重
の
み
が
描
い
た
場
所
こ
そ
、
彼
の
風
景
認
識
の
表
れ
と
し
て

注
目
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。

第
五
章
で
は
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
に
示
さ
れ
る
絵
と
『
江
戸
名
所
図
会
』

の
挿
絵
を
比
較
し
、
構
図
の
観
点
か
ら
前
者
に
み
ら
れ
る
風
景
描
写
の
特
徴

を
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
既
往
の
研
究
を
概
観
し
後
者
の
書
誌
情

報
と
そ
の
特
徴
を
整
理
し
た
う
え
で
、
前
者
の
後
編
に
は
『
江
戸
名
所
図

会
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
場
所
が
多
く
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
両
者
の
構
図

に
対
す
る
分
析
か
ら
は
描
か
れ
方
の
違
い
を
確
認
す
る
。
こ
こ
か
ら
前
者
の

特
徴
と
し
て
、
よ
り
現
実
に
そ
の
風
景
を
目
に
し
た
時
の
様
子
に
近
い
描
か

れ
方
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
特
徴
が
多
く
の
庶
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
と
し
て
、「
当
時
既
に
、
西
洋
に
由
来
す
る
風
景
の
見
方
を
受
け
入
れ

る
文
化
的
な
素
地
が
存
在
し
て
い
た
」（
一
〇
九
頁
）
可
能
性
に
言
及
す
る
。

第
六
章
で
は
、
広
重
の
風
景
観
に
迫
る
に
あ
た
り
、『
絵
本
江
戸
土
産
』

に
記
さ
れ
た
文
章
の
中
に
お
け
る
「
風
景
」
と
そ
の
類
義
語
の
使
用
事
例
を

整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
。「
風
景
」
の
類
義
語
と
し
て
は
、「
風

光
」
や
「
景
色
」、「
な
が
め
」
な
ど
一
四
語
を
と
り
あ
げ
る
。
広
重
が
こ
の

よ
う
な
言
葉
で
捉
え
る
事
柄
か
ら
人
間
の
営
み
を
含
め
た
「
目
に
映
る
あ
ら
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ゆ
る
も
の
を
風
景
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
」（
一
二
〇
頁
）
が
み
ら
れ
、
広
重

が
捉
え
る
「
風
景
」
の
幅
が
極
め
て
広
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
広
重

の
場
合
、「
風
景
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
対
象

は
、
江
戸
時
代
の
、
江
戸
と
い
う
場
所
の
中
で
生
ま
れ
た
文
化
、
す
な
わ
ち

暮
ら
し
の
在
り
方
と
、
そ
の
都
市
性
を
反
映
し
た
も
の
」（
一
二
一
頁
）
と

結
論
づ
け
る
。

第
七
章
で
は
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
に
見
ら
れ
る
場
所
と
、『
江
戸
名
所
図

会
』
に
み
ら
れ
る
同
一
の
場
所
の
叙
述
内
容
の
比
較
を
通
じ
て
、
風
景
に
対

す
る
広
重
の
着
目
点
へ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
風
景

に
対
し
て
語
り
手
（
著
者
／
編
者
）
で
あ
る
広
重
ら
が
見
る
と
い
う
体
験
を

通
じ
た
風
景
評
価
を
導
く
こ
と
を
目
的
に
、「
あ
る
場
所
に
関
す
る
説
明
の

中
で
、
そ
の
場
所
の
故
事
来
歴
や
伝
来
、
ま
た
位
置
を
示
す
記
述
以
外
の
風

景
表
現
に
注
目
」（
一
二
四
頁
）
す
る
と
い
い
、
着
目
点
と
考
え
ら
れ
る

「
眺
望
」、「
景
色
」
な
ど
計
十
一
の
表
現
（
表
七

二
）
を
見
出
し
て
い
る
。

広
重
は
特
に
「
耕
地
や
広
野
の
見
事
さ
」
に
「
風
流
さ
」
を
感
じ
取
っ
て
い

る
と
い
い
、「
江
戸
の
雑
踏
や
賑
わ
い
、
人
々
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
宗

教
観
、
郊
外
的
な
場
所
の
雰
囲
気
な
ど
、
市
井
の
人
々
の
生
活
」（
一
五
八

頁
）
に
風
景
の
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
と
り
あ
げ
ら
れ

る
場
所
の
偏
在
性
に
言
及
す
る
。

第
八
章
で
は
、
広
重
の
風
景
観
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、『
遊
歴
雑
記
』

に
お
け
る
耕
地
・
広
野
表
現
と
比
較
し
な
が
ら
広
重
の
風
景
に
対
す
る
視
座

の
独
自
性
と
そ
の
背
景
を
探
る
。
同
書
の
う
ち
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一

三
）
か
ら
翌
年
の
記
述
に
表
れ
る
「
耕
地
」
の
風
景
を
め
ぐ
る
肯
定
的
な
評

価
を
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
も
の
と
比
較
し
、
前
者
が
農
夫
の
営
み
を

「
面
白
し
」
と
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
風
雅
」
と
捉
え
て
い
た

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
広
重
が
耕
地
の
風
景
に
言
及
す
る
背
景
に
は
、
当
時

の
農
村
の
再
評
価
や
農
村
風
景
に
対
す
る
社
会
的
要
望
が
あ
っ
た
可
能
性
を

示
唆
し
い
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
絵
を
読
み
解
き
、
絵
と
文
章
を
合
わ
せ
な
が
ら
彼
の
風
景

観
を
探
求
し
て
い
く
。
第
九
章
で
は
広
重
の
風
景
評
価
の
着
目
点
と
し
て
著

者
が
評
価
す
る
「
耕
地
」
を
め
ぐ
っ
て
「
風
流
」
と
み
な
す
様
子
や
「
眺

望
」
を
め
ぐ
る
描
写
を
検
討
し
た
後
、
江
戸
の
眺
望
や
人
々
の
暮
ら
し
と
深

く
関
わ
り
合
う
水
辺
の
風
景
に
関
す
る
考
察
も
試
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
京
橋

竹
川
岸
」（
六
編
所
収
）
を
事
例
に
、「
何
気
な
い
日
常
と
営
み
に

つ
な
が
る
対
象
（
竹
竿
）
を
主
題
に
据
え
、
そ
の
中
に
風
景
の
美
を
取
り
あ

げ
て
い
る
」（
二
三
二
頁
）
点
や
、
砲
台
建
設
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
旧
時
の

風
景
を
描
く
場
面
に
言
及
す
る
。
こ
う
し
た
視
点
を
通
じ
て
、
広
重
が
見
落

と
さ
れ
が
ち
な
日
常
の
風
景
の
良
さ
を
人
々
に
再
認
識
し
て
ほ
し
い
と
願
い
、

こ
れ
ら
を
豊
か
で
失
っ
て
は
な
ら
な
い
風
景
と
す
る
主
張
や
既
に
失
わ
れ
た

風
景
へ
の
郷
愁
の
念
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。

第
一
〇
章
で
は
、
広
重
晩
年
の
作
品
で
あ
る
『
江
戸
名
所
百
景
』
に
描
か

れ
る
場
所
の
描
写
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
広
重
は
、
庶
民
が
日
常
生
活
を
送

っ
て
い
る
場
所
の
風
景
の
中
に
注
目
す
べ
き
美
意
識
を
見
い
だ
す
眼
差
し
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
日
々
目
に
す
る
農
地
や
広
野
へ
も
賞
美
の
感

覚
を
抱
き
、
庶
民
の
目
線
で
生
活
の
中
の
風
景
美
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
指

摘
す
る
。
さ
ら
に
、
葛
飾
北
斎
が
描
く
風
景
作
品
や
、
広
重
が
『
江
戸
名
所

百
景
』
に
描
く
江
戸
郊
外
の
場
所
に
つ
い
て
、
当
該
地
域
の
古
文
書
や
古
地

図
か
ら
場
所
へ
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

著
者
は
、
終
章
で
あ
る
「
歌
川
広
重
の
風
景
観
と
現
代
の
私
た
ち
」
に
お

い
て
、
広
重
作
品
に
は
、「
人
々
の
労
働
・
生
活
が
生
み
出
す
風
景
」
に
美

書 評
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を
見
出
す
姿
勢
を
持
ち
、「
そ
う
い
っ
た
日
常
に
存
在
す
る
風
景
の
良
さ
や
、

失
っ
て
は
な
ら
な
い
風
景
へ
の
気
づ
き
を
人
々
に
訴
え
」
る
風
景
観
が
通
底

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
二
六
六
頁
）。
広
重
が
用
い
た
水
平
視
、
等
遠
近

法
で
表
現
さ
れ
る
日
常
の
風
景
美
は
、「
手
に
取
り
眺
め
た
人
々
は
、
自
身

が
そ
の
場
に
居
る
よ
う
な
臨
場
感
を
も
っ
て
、
広
重
の
提
示
す
る
風
景
観
を

堪
能
し
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（
同
頁
）
と
し
、
浮
世
絵
や
絵
本
は
、

当
時
に
お
け
る
「
風
景
の
集
団
表
象
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

そ
の
う
え
で
、
広
重
の
風
景
美
を
と
ら
え
る
姿
勢
は
、
現
在
の
「
文
化
的
景

観①
」
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
い
い
、
今
日
の
文
化
的
景
観
論
の
萌
芽
と
も

い
え
る
風
景
観
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
時
代
を
超
え
て
共
感
さ
れ
る

広
重
作
品
は
「
日
本
文
化
と
し
て
の
風
景
」
の
一
つ
の
形
で
あ
る
と
述
べ
る
。

以
上
に
要
約
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
歌
川
広
重
に
よ
る
『
絵
本
江
戸
土

産
』
に
み
ら
れ
る
風
景
叙
述
に
対
す
る
分
析
と
、
絵
の
読
み
解
き
に
多
く
の

比
重
を
か
け
つ
つ
も
、
時
折
に
現
在
に
生
き
る
日
本
人
の
風
景
を
め
ぐ
る
感

覚
に
も
目
配
り
を
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀
を
生
き
た
広
重
の
風
景
観
を
探
求

し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
扱
う
よ
う
な
視
覚
資
料
に
つ
い
て
、
例
え
ば
イ

ギ
リ
ス
の
地
理
学
者
ジ
リ
ア
ン
・
ロ
ー
ズ
等
の
欧
米
圏
に
お
け
る
研
究
動
向②

を
承
け
て
、
二
〇
一
五
年
の
人
文
地
理
学
会
大
会
で
は
、「
視
覚
性
／
物
質

性
」
と
題
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
か
れ
、
視
覚
資
料
の
背
景
に
潜
む
政
治
性

や
社
会
性
を
問
う
議
論
が
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
文
地
理
学
で
は
、
風
景

の
様
相
を
描
く
浮
世
絵
や
絵
画
、
絵
図
や
写
真
と
い
っ
た
視
覚
資
料
を
、
文

献
史
料
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
再
検
討
で
き
る
重
要
な
資
料
と
し
て
位
置
付

け
る
議
論
や
、
固
有
の
分
析
方
法
論
の
模
索
が
み
ら
れ
つ
つ
あ
る③
。
こ
と
に

十
九
世
紀
の
「
名
所
図
会
」
資
料
の
よ
う
に
、
名
所
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
場

所
や
風
景
に
つ
い
て
、
文
字
に
よ
る
叙
述
に
加
え
、
そ
れ
が
補
足
的
な
も
の

で
あ
る
に
せ
よ
風
景
画
の
よ
う
に
場
所
を
視
覚
的
に
表
象
す
る
大
判
の
挿
絵

を
重
要
視
す
る
地
誌
類
は
、
文
献
と
視
覚
と
い
う
史
料
的
特
性
を
兼
ね
備
え

た
資
料
群
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
、
風
景
浮
世
絵
と
と
も
に

場
所
や
風
景
に
対
す
る
一
定
の
ま
な
ざ
し
や
見
方
を
提
供
し
、
近
世
後
期
の

日
本
社
会
に
お
け
る
場
所
屋
風
景
を
め
ぐ
る
認
識
形
成
に
関
し
て
大
き
な
役

割
を
担
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る④
。
ロ
ー
ズ
は
、
“V
isual
M
ethodologies:

an
introduction
to
researching
w
ith
visualm
aterials”に
お
い
て
、

視
覚
資
料
の
分
析
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
や
権
力

の
問
題
と
い
っ
た
社
会
的
側
面
に
注
目
し
批
判
的
な
検
討
を
要
す
る
こ
と
を

説
く
。
そ
し
て
、
解
釈
す
る
た
め
の
要
点
と
し
て
、
検
討
対
象
と
そ
の
様
式

に
関
し
て
、
①
製
作
の
場
、
②
視
聴
の
場
、
③
流
通
の
場
、
④
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
の
場
か
ら
な
る
四
象
限
で
構
成
さ
れ
る
図
式
を
提
示
す
る⑤
。
ま
た
、

美
術
史
家
の
岸
文
和
に
よ
る
『
絵
画
行
為
論⑥
』
の
中
で
提
示
さ
れ
る
絵
画
に

関
す
る
構
造
論
や
枠
組
み
論
な
ど
は
、
視
覚
資
料
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ズ
の
方
法

論
と
も
親
近
性
が
あ
り
、
歴
史
／
文
化
地
理
学
に
お
け
る
視
覚
資
料
に
対
す

る
分
析
方
法
や
概
念
化
の
作
業
を
進
め
る
上
で
、
大
い
に
参
考
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
本
書
に
み
ら
れ
る
広
重
作
品
と
そ
の
風
景
観
の
分
析
は
、『
絵
本

江
戸
土
産
』
の
挿
絵
や
『
名
所
江
戸
百
景
』
へ
の
分
析
と
い
う
点
で
、
ロ
ー

ズ
の
示
す
図
式
を
参
照
す
る
と
、
技
術
的
様
式
に
お
け
る
視
覚
効
果
や
画
面

構
成
（
構
図
）
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
イ
メ
ー
ジ

そ
の
も
の
場
」
を
め
ぐ
る
検
討
に
含
ま
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
作
り
手
（
広

重
）
や
想
定
読
者
（
江
戸
庶
民
）
を
念
頭
に
置
い
た
「
制
作
の
場
」
を
め
ぐ

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
て
、
著
者
は
風
景
へ
の
評
価
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
名
所
と
い
う
場
所

に
つ
い
て
、
第
四
章
に
お
い
て
従
来
の
研
究
成
果
と
は
異
な
る
視
点
を
意
識
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し
た
と
い
う
よ
う
に
、
既
存
の
名
所
を
め
ぐ
る
諸
研
究
や
広
重
に
対
す
る
研

究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
少
し
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
第
Ⅱ
部
、
第
Ⅲ
部
に
お
い

て
分
析
対
象
と
す
る
作
品
の
な
か
に
所
収
さ
れ
る
絵
と
風
景
を
め
ぐ
る
膨
大

な
表
現
を
ひ
た
す
ら
抽
出
・
分
類
・
地
図
化
す
る
作
業
を
繰
り
返
し
な
が
ら

検
討
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
著
者
は
、
広
重
は
江
戸
の

人
々
の
暮
ら
し
の
在
り
方
や
、
そ
の
な
か
で
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
文
化
的
・

社
会
的
背
景
と
し
て
、
日
常
の
中
に
あ
る
風
景
美
に
価
値
を
見
出
し
た
の
で

あ
り
、
彼
の
作
品
に
は
、
上
杉
和
央
が
い
う
二
つ
の
名
所
性
の
ど
ち
ら
に
も

該
当
し
な
い
風
景
美
を
見
出
せ
る
と
指
摘
す
る⑦
。
広
重
は
自
身
の
風
景
観
に

基
づ
い
て
浮
世
絵
を
通
じ
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
生
産
し
て
世
の
中
に
発
表
し
、

そ
れ
が
庶
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、
広
重
の
風
景
観
が
共
有
化
さ
れ

た
と
い
う
、
著
者
の
見
解
に
は
あ
る
程
度
の
説
得
力
が
宿
っ
て
い
る
。
し
か

し
一
方
で
、
著
者
の
分
析
の
視
点
は
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
に
重
き
が
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
分
析
の
視
点
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
例
え
ば
美
術
史
家
の
菅
原
真
弓
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
広
重
は
、『
六

十
余
州
名
所
図
会
』
や
「
近
江
八
景
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
を
描
く
際
に
、
地
誌

本
な
ど
の
タ
ネ
本
と
い
う
べ
き
資
料
を
利
用
し
な
が
ら
、
名
所
と
さ
れ
る
場

所
に
つ
い
て
、
既
存
の
構
図
や
モ
チ
ー
フ
を
広
重
風
に
変
更
し
な
が
ら
い
く

つ
も
の
シ
リ
ー
ズ
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
な
く
、

広
重
作
品
の
独
自
性
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る⑧
。

ま
た
、
著
者
は
「
風
景
」
に
つ
い
て
歴
史
地
理
学
の
議
論
を
参
考
に
し
な

が
ら
整
理
し
た
上
で
、「
土
地
の
風
土
に
根
ざ
し
、
自
ら
の
身
体
を
も
っ
て

捉
え
ら
れ
、
日
々
の
営
み
の
中
で
人
間
が
知
覚
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
有
り

様
を
指
す
言
葉
」（
一
〇
頁
）
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
終
章
に
お
い
て
、

広
重
が
用
い
た
水
平
視
、
等
遠
近
法
で
表
現
さ
れ
る
日
常
の
風
景
美
は
、

「
手
に
取
り
眺
め
た
人
々
は
、
自
身
が
そ
の
場
に
居
る
よ
う
な
臨
場
感
を
も

っ
て
、
広
重
の
提
示
す
る
風
景
観
を
堪
能
し
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

（
二
六
六
）
と
し
、
浮
世
絵
や
絵
本
は
、
当
時
に
お
け
る
「
風
景
の
集
団
表

象
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
も
の
の
、
風
景
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
整
理

は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
近
世
の
風
景
観
を
め
ぐ
る
概
説
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
広
重
の
事
例
を
も
っ
て
近
世
、
な
い
し
十
九
世
紀
日
本

の
事
例
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に

一
般
化
し
、
研
究
史
の
中
へ
の
位
置
付
け
る
の
か
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
ロ
ー
ズ
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
視
聴
の
場
」、「
流
通
の
場
」
を

め
ぐ
る
視
点
か
ら
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
著
者

の
関
心
の
範
疇
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
残
念
で
あ
る
。
い
ま
少
し

具
体
的
に
い
え
ば
、
前
者
の
視
点
と
は
、
鑑
賞
者
が
ど
の
よ
う
に
彼
の
作
品

を
購
入
し
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
絵
を
眺
め
て
い
た
の
か
、
絵
を
眺
め
た
鑑

賞
者
の
そ
の
後
の
行
動
、
制
作
者
と
鑑
賞
者
の
視
点
の
一
致
な
ど
と
い
っ
た

鑑
賞
者
サ
イ
ド
へ
の
目
配
り
で
あ
る
。
後
者
に
対
す
る
分
析
の
視
点
と
は
、

広
重
や
彼
の
作
品
に
対
し
て
、
版
元
や
売
店
の
価
値
付
け
や
対
応
、
流
通
経

路
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

浮
世
絵
と
風
景
の
関
係
に
つ
い
て
岸
は
、
広
重
や
北
斎
が
描
い
た
画
像
が

「
風
景
画
」
や
「
風
景
版
画
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
中
期
以

降
、
一
般
的
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
の
は
大
正
期
の
現
象
で
あ
る
と
い
い
、

そ
れ
以
前
は
「
名
所
絵
」（
名
所
を
描
く
絵
）
と
み
な
さ
れ
、
彼
ら
は
「
名

所
（
絵
）」
の
絵
師
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
、
名
所
絵
と
は
規
則
的
に
名
所
の
有
り
様
を
「
説
明

す
る
」
も
の
で
あ
り
、
名
所
へ
誘
う
よ
う
に
「
助
言
す
る
」
も
の
で
、
そ
の

場
所
で
描
か
れ
る
景
物
を
「
確
認
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う⑨
。
こ
の
点
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で
い
え
ば
、
名
所
性
を
担
保
す
る
叙
述
を
分
析
す
る
著
者
の
議
論
は
概
ね
賛

成
で
き
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
解
説
の
叙
述
内
容
の
抽
出
、
図
中
の
構
図
を

め
ぐ
る
解
釈
に
恣
意
的
な
側
面
（
広
重
の
風
景
を
め
ぐ
る
著
者
の
〈
思
い
〉

や
願
望
）
が
垣
間
見
ら
れ
、
名
所
絵
の
形
式
的
側
面
を
十
分
評
価
で
き
て
い

な
い
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
や
『
江
戸
名
所

百
景
』
に
み
ら
れ
る
「
爺
々
が
茶
屋
」
な
ど
は
、
果
た
し
て
眺
望
の
み
を
重

視
し
て
取
り
あ
げ
た
場
所
で
あ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
第
一
義
的
な
意
味
で

は
、
著
者
が
分
析
か
ら
除
外
し
た
部
分
、
つ
ま
り
大
樹
（
江
戸
幕
府
将
軍
）

の
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
と
い
う
場
所
の
物
語
に
基
づ
く
場
所
性
で
あ
る
。
そ
の

構
図
は
手
前
に
配
さ
れ
た
近
景
描
写
に
お
い
て
、
過
去
の
物
語
を
現
在
の
様

相
の
な
か
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
背
後
の
眺
望
は
見
わ
た

せ
る
場
所
を
説
明
し
つ
つ
、
空
間
的
広
が
り
を
演
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
む
し
ろ
、
そ
の
意
味
で
、
広
重
は
名
所
に
係
る
「
由
緒
」
か
ら
離
れ
て

風
景
を
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
見
る
べ
き
風
景
と
し
て
再
構
築
し
た
図

像
の
中
に
、「
由
緒
」
を
感
じ
取
る
方
法
を
見
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
違
和
感
は
、
眺
望
な
ど
に
基
づ
い
た
記
述
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
所
と
し
て
見
出
さ
れ
た
形
成
が
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
上
方
の
名
所
性
や
、
近
世
に
お
け
る
上
方
と
江
戸
と
の
地
域

性
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
「
失
っ
た
風
景
」
へ
の
郷
愁
や
、
知
識

と
し
て
の
名
所
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
自
然
や
日
常
生
活
の
風
景
と
い
う
視

点
か
ら
の
名
所
の
発
見
は
、
志
賀
重
昂
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
近
代
の
風

景
の
捉
え
方
、
す
な
わ
ち
柳
田
国
男
が
伝
説
や
風
景
の
捉
え
る
に
あ
た
り
近

世
的
な
名
所
と
の
決
別
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
や
、
新
日
本
八
景
の
選
定
イ

ベ
ン
ト
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
風
景
の
発
見
を
め
ぐ
る
思
考
を
先
取
り
し
た
風

景
の
捉
え
方
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る⑩
。
す
な
わ
ち
、
本
書
が
示
し
た
知
見

は
、
近
代
に
お
け
る
新
し
い
名
所
を
め
ぐ
る
ま
な
ざ
し
や
、
近
世
と
の
連
続

／
断
絶
性
を
検
討
す
る
う
え
で
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

失
わ
れ
た
風
景
へ
の
郷
愁
を
考
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
菅
原
が

十
九
世
紀
の
浮
世
絵
の
風
景
描
写
に
つ
い
て
検
討
に
あ
た
り
、
広
重
の
風
景

描
写
と
小
林
清
親
の
明
治
期
の
東
京
を
描
く
風
景
画
と
比
較
し
て
み
せ
た
よ

う
に
、
時
間
的
連
続
性
か
ら
明
治
期
の
作
品
と
の
比
較
検
討
も
必
要
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る⑪
。

本
書
は
、
様
々
に
課
題
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
著
者
の
地
道
な
分
析
姿

勢
が
見
て
と
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
発
展
・
構
築
さ
れ
て
い
く

で
あ
ろ
う
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
視
覚
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
一

つ
の
布
石
と
な
り
得
る
魅
力
的
な
知
見
を
提
供
し
て
い
る
。

①

例
え
ば
、
金
田
章
裕
は
、
文
化
的
景
観
を
め
ぐ
る
解
説
の
中
で
、「
文
化
的
景

観
は
、
景
観
の
う
ち
地
域
の
環
境
に
対
応
し
つ
つ
、
歴
史
を
通
じ
て
か
た
ち
づ
く

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
そ
の
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
文
化
的
景
観
は
し
た
が

っ
て
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
と
生
業
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

金
田
章
裕
『
文
化
的
景
観

生
活
と
な
り
わ
い
の
物
語

』
日
本
系
新
聞
社
、
二

〇
一
六
、
二
頁
。

②

例
え
ば
、（
一
）
欧
米
圏
の
議
論
で
代
表
的
な
者
と
し
て
は
、（
一
）

Cosgrove,D
・
D
aniels,“ST
he
iconography
of
landscape”1989.（
千
田

稔
・
内
田
忠
賢
監
訳
『
風
景
の
図
像
学
』
地
人
書
房
、
二
〇
〇
一
）。（
二
）

Rose.G.“V
isual
M
ethodologies:
an
introduction
to
researching
w
ith

visual
m
aterials”
4th
edition.
Sage.2016.（
三
）
John
M
orrissey
他

“K
ey
Concepts
in
H
istorical
Geography”2014.（
上
杉
和
央
監
訳
『
近
現

代
の
空
間
を
読
み
解
く
』
古
今
書
院
、
二
〇
一
七
）

③

例
え
ば
、（
一
）
成
瀬
厚
「
遠
近
法
主
義
に
抗
う
現
代
風
景
芸
術
」
地
理
学
評

84 (900)



論
八
六

五
、
二
〇
一
三
、
四
一
三

四
三
五
。（
二
）
島
本
多
敬
・
阿
部
美

香
・
春
日
あ
ゆ
か
・
網
島
聖
「
海
外
の
歴
史
地
理
学
と
そ
の
社
会
的
役
割
」
地
理

六
二

四
、
二
〇
一
七
、
六
二

六
九
。（
三
）
麻
生
将
・
長
谷
川
奨
悟
・
網
島

聖
「
人
文
地
理
学
研
究
に
お
け
る
視
覚
資
料
の
利
用
の
基
礎
的
研
究
」
空
間
・
社

会
・
地
理
思
想
二
二
、
二
〇
一
九
、
七
七

八
九
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

④

長
谷
川
奨
悟
「
名
所
図
会
資
料
に
対
す
る
歴
史
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
」、
平
井
松
午
編

『
近
世
城
下
絵
図
の
景
観
分
析
・
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
』
古
今
書
院
、
二
〇
一
九
、
一
二

五

一
四
九
。

⑤

前
掲
②
（
二
）。

⑥

岸
文
和
『
絵
画
行
為
論

浮
世
絵
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
ス

』
醍
醐
書
房
、
二

〇
〇
八
。

⑦

上
杉
和
央
「
十
七
世
紀
名
所
案
内
記
に
見
え
る
大
坂
の
名
所
観
」
地
理
学
評
論

七
七

九
、
二
〇
〇
四
、
五
八
九

六
〇
八
。
た
だ
し
著
者
は
、
近
世
名
所
の
在

り
方
と
し
て
上
杉
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
広
重
に
と
っ
て
い
わ
ば
、
自
身
の
ホ
ー

ム
で
あ
る
江
戸
に
分
布
す
る
名
所
に
関
し
て
、
そ
の
場
所
が
「
名
所
」
と
し
て
存

在
し
得
る
理
由
、
つ
ま
り
過
去
の
物
語
を
由
緒
と
す
る
「
過
去
名
所
」、
現
在
の

繁
華
な
様
相
に
基
づ
く
「
現
在
名
所
」
の
指
向
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

⑧

菅
原
真
弓
『
浮
世
絵
版
画
の
十
九
世
紀

風
景
の
時
間
、
歴
史
の
空
間

』
ブ

リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
九
。

⑨

前
掲
⑥
。

⑩

野
村
典
彦
『
鉄
道
と
旅
す
る
身
体
の
近
代

民
謡
・
伝
説
か
ら
デ
ィ
ス
カ
バ
ー

ジ
ャ
パ
ン
へ

』
青
弓
社
、
二
〇
一
一
。

⑪

前
掲
⑧
。

（
Ａ
5
版

二
九
○
頁

二
○
一
八
年
三
月

京
都
大
学
出
版
会

税
別
三
四
○
○
円
）

（
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
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