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一
、
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

日
本
人
は
木
と
と
も
に
文
化
を
作
り
あ
げ
て
き
た
。
日
本
列
島
の
山
々
は
木
々
に
①
オ
オ
わ
れ
、
緑
に
あ
ふ
れ
た
風

景
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
森
林
の
め
ぐ
み
を
②
享
受
す
る
こ
と
で
、
木
の
文
化
は
は
ぐ
ま
れ
て
注
１

き
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
世
界
最
古
の
木
造
建
築
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
を
は
じ
め
、
前
近
代
の
建
物
の
ほ
と
ん
ど

が
木
で
造
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
そ
の
証
し
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
ま
た
、
木
と
と
も
に
歩
ん
だ
長
い
歴
史
の
な
か
で
、

身
近
な
生
活
道
具
か
ら
美
術
工
芸
品
に
至
る
ま
で
、
木
を
扱
う
深
い
知
識
と
高
い
技
術
を
③
チ
ク
セ
キ
し
て
き
て
お

り
、
世
界
に
④
ホ
コ
る
べ
き
日
本
の
文
化
で
あ
る
。【
ア
】 

い
っ
ぽ
う
で
現
代
の
日
本
、
と
く
に
都
市
部
で
は
鉄
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
が
林
立
し
、
人
び

と
は
屋
外
を
見
る
に
も
ガ
ラ
ス
の
窓
越
し
、
室
内
を
見
わ
た
し
て
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
に
囲
ま
れ
、
化
学
繊
維
の

衣
服
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
と
森
や
木
と
の
距
離
が
離
れ
て
い
る
た
め
、
森
林
の
め
ぐ
み
を
実
感
し
に

く
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
春
に
は
サ
ク
ラ
、
秋
に
は
モ
ミ
ジ
と
、
木
々
の
告
げ
る
季
節
の
移
ろ
い
は
私
た

ち
の
感
性
に
息
づ
い
て
い
る
。
言
葉
を
み
て
も
、 

１ 

状
態
を
「
Ａ

木
に
竹
を
接
ぐ
」
と
表
現
し
た
り
、
ハ
レ
の
舞

台
を
「
檜
舞
台
」
と
い
っ
た
り
す
る
。【
イ
】 

日
本
で
は
木
々
に
限
ら
ず
、
そ
こ
に
生
き
る
動
植
物
、
落
葉
、
山
菜
に
至
る
ま
で
、
森
林
の
め
ぐ
み
を
享
受
し
て

き
た
。
さ
ら
に
保
水
・
防
風
・
気
象
⑤
緩
和
機
能
な
ど
、
森
林
は
人
間
に
適
し
た
⑥
カ
ン
境
を
構
築
す
る
一
翼
を
担
っ

て
お
り
、
目
に
み
え
な
い
恩
恵
は
計
り
知
れ
な
い
。
陰
に
日
向
に
、
森
や
木
は
生
活
に
密
着
し
た
存
在
で
あ
り
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
類
が
森
林
の
め
ぐ
み
を
享
受
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
木
の
文
化
」

の
東
洋
に
対
し
て
、「
石
の
文
化
」
の
西
洋
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
実
は
西
洋
に
お
い
て
も

木
材
は
各
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ
ー
ト
カ
ウ
『
木
材
と
文
明
』）。
奇
し
く
も
二
〇
一
九
年
四
月
の

こ
ん
ど
う 
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火
災
に
よ
っ
て
、
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
屋
根
が
木
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
軽
く
て
丈
夫
で
、
さ
ら
に
加
工
し
や
す
い
木
材
は
建
材
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
殊
な
事
例

で
は
な
く
、
北
欧
、
東
欧
、
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
境
の
バ
ス
ク
地
方
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
統
的
な
木
造

軸
組
構
法
の
建
築
物
が
現
代
に
も
数
多
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
バ
ス
ク
地
方
の
一
部
の
木
造
教
会
の
よ

う
に
、
木
を
用
い
な
が
ら
も
石
造
の
よ
う
に
み
せ
た
建
築
も
点
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
石
の
目
ま
で
精
巧
に
描
い

て
柱
を
大
理
石
に
み
せ
た
り
、
石
の
継
ぎ
目
を
表
現
し
て
石
造
の
尖
塔
ア
ー
チ
の
よ
う
に
み
せ
た
り
し
て
お
り
、
そ

の
技
法
や
熱
意
は
驚
愕
に
値
す
る
。
木
目
の
美
し
さ
や
温
も
り
な
ど
を
活
か
す
日
本
で
は
思
い
も
よ
ら
な
い
独
特
の

嗜
好
性
を
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。【
ウ
】 

ま
た
建
築
に
限
ら
ず
、
酒
樽
や
家
具
な
ど
の
生
活
用
具
を
は
じ
め
、
大
航
海
時
代
に
大
海
原
を
駆
け
た
帆
船
も
木

造
で
あ
っ
た
し
、
西
洋
絵
画
に
も
祭
壇
画
や
宗
教
画
の
板
絵
は
も
ち
ろ
ん
、
布
地
の
キ
ャ
ン
バ
ス
画
に
も
木
製
の
額

縁
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
額
縁
づ
く
り
に
も
工
夫
が
⑦
凝
ら
さ
れ
、
⑧
荘
厳
な
バ
ロ
ッ
ク
調
の
ル
イ
一
四
世
様
式
、

そ
し
て
⑨
カ
イ
ガ
ラ
や
宝
石
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
ロ
コ
コ
調
の
ル
イ
一
五
世
様
式
、
革
命
後
の
直
線
的
な
ア
ン
ピ
ー

ル
様
式
な
ど
、
額
縁
も
多
彩
な
文
化
を
紡
ぎ
あ
げ
、
絵
画
と
と
も
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
楽
器
を
み
て
も
、
一
七
～

一
八
世
紀
に
作
ら
れ
た
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
の
バ
イ
オ
リ
ン
は
改
造
や
補
修
を
⑩
経
な
が
ら
大
切
に
継
承
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
音
色
は
今
も
世
界
中
の
人
び
と
を
魅
了
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
に
お
い
て
も
木
は
身
近
な
材
料

で
、
豊
か
な
文
化
を
築
き
あ
げ
、
継
承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。【
エ
】 

さ
て
西
洋
の
木
の
文
化
に
話
が
そ
れ
た
が
、
こ
れ
と
比
べ
て
も
、
東
洋
、
と
り
わ
け
日
本
の
木
と
と
も
に
歩
ん
で

き
た
歴
史
は
重
厚
で
あ
る
。 

日
本
建
築
を
例
に
と
る
と
、 

柱
・
梁
な
ど
の
構
造
材
は
当
然
と
し
て
、
扉
や
板
壁
な
ど
の
柱
間
装
置
、 

そ
し
て

檜
皮
葺
や
板
葺
の
よ
う
に
屋
根
の
葺
材
に
ま
で
、
植
物
性
の
材
料
が
使
わ
れ
る
。
と
く
に
住
宅
で
は
建
具
で
も
紙
を

張
っ
た
明
障
子
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
日
本
の
伝
統
建
築
は
木
と
紙
で
で
き
て
い
る
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ

ひ
わ
だ
ぶ
き 

あ
か
り
し
ょ
う
じ 
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る
。
さ
ら
に
茶
室
や
数
寄
屋
で
は
、
木
の
樹
種
や
木
目
は
も
ち
ろ
ん
、
節
の
位
置
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
材
の
選
択
に

心
を
配
っ
て
い
る
。
船
・
家
具
な
ど
の
大
型
の
木
製
品
、
農
耕
具
・
桶
・
箸
な
ど
の
道
具
に
も
木
材
の
使
用
は
み
ら

れ
る
が
、
ま
さ
に
日
本
の
伝
統
建
築
は
木
の
文
化
の
象
徴
的
存
在
と
い
え
よ
う
。 

（
海
野
聡
『
森
と
木
と
建
築
の
日
本
史
』〈
岩
波
書
店
・
二
〇
二
二
年
〉
に
基
づ
く
） 

〈
注
記
〉
引
用
元
に
記
さ
れ
て
い
た
「（
図
０—

１
）」
お
よ
び
「（
第
四
章
参
照
）」
と
い
う
表
現
は
、
出
題
上
の
観
点
か
ら
削
っ
た
。 

注
１ 

「
は
ぐ
ま
れ
て
」…

…

原
文
の
ま
ま
表
記
し
た
。
問
題
を
解
く
に
あ
た
っ
て
は
「
は
ぐ
く
ま
れ
て
」
の
意
で
解
す
る
こ
と
。 

 

問
一 

傍
線
部
①
③
④
⑥
⑨
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 

 

問
二 

傍
線
部
②
⑤
⑦
⑧
⑩
に
つ
い
て
、
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

問
三 

次
に
掲
げ
る
【
脱
文
】
は
本
文
か
ら
抜
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
【
脱
文
】
を
挿
入
す
る
の
に
も
っ
と 

も
適
切
な
場
所
を
本
文
中
の
【
ア
】
～
【
エ
】
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

 

【
脱
文
】 
 

こ
の
よ
う
に
木
々
は
今
な
お
生
活
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
お
り
、
単
な
る
物
質
的
な
存
在
意
義 

を
超
越
し
て
、
日
本
の
文
化
に
深
く
根
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

問
四 

空
欄 

１ 

に
当
て
は
ま
る
表
現
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番 

号
で
答
え
よ
。 

 

① 

革
新
的
な 

 

② 

ひ
と
り
よ
が
り
な 

 

③ 

滑
稽
な 

 
④ 
ち
ぐ
は
ぐ
な 

 

⑤ 

不
誠
実
な 

す 

き 

や 
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問
五 

波
線
部
Ａ
「
木
に
竹
を
接
ぐ
」
に
関
連
し
、
次
の
（
一
）（
二
）
の
慣
用
表
現
に
関
す
る
問
い
に
答
え
よ
。 

 

（
一
）「
木
に
竹
を
接
ぐ
」
の
傍
線
部
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 
（
二
）
次
に
示
す
①
と
②
は
「
竹
」
あ
る
い
は
「
木
」
の
字
を
用
い
た
慣
用
表
現
と
そ
の
意
味
で
あ
る
。
①
と 

②
の
空
欄
部
分
に
入
る
漢
字
一
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。 

 

① 

□
竹
の
勢
い 

 
 

（
意
味
）
止
め
よ
う
が
な
い
ほ
ど
の
激
し
い
勢
い
の
た
と
え
。 

② 

□
の
木
阿
弥 

 
 

（
意
味
）
一
度
良
く
な
っ
た
も
の
が
、
再
び
以
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
。 

 

問
六 

次
に
示
す
①
～
④
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は
〇
を
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は 

×

を
記
せ
。 

 

① 

日
本
で
は
、
木
材
を
単
に
建
築
物
を
構
築
す
る
た
め
に
用
い
る
実
用
的
な
材
料
と
し
て
の
み
捉
え
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。 

② 

「
木
の
文
化
」
を
有
す
る
東
洋
に
比
し
て
、
西
洋
で
は
石
造
り
の
文
化
を
持
つ
と
し
ば
し
ば
称
さ
れ
て
き

た
が
、
生
活
用
具
や
工
芸
品
な
ど
に
は
木
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
西
洋
に

も
木
の
文
化
は
存
在
す
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
西
洋
に
お
い
て
も
木
材
を
用
い
た
建
築
物
の
方
が
主
流

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

③ 

西
洋
の
「
木
の
文
化
」
と
日
本
の
「
木
の
文
化
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
性
を
持
ち
、
発
展
し
て
き
た
が
、

木
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
歴
史
の
長
い
日
本
の
方
が
高
い
価
値
を
持
つ
。 
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④ 

日
本
の
前
近
代
の
建
築
物
の
大
半
は
木
造
で
あ
り
、
木
と
紙
で
で
き
て
い
る
と
称
賛
さ
れ
る
ほ
ど
、
建
築

物
の
各
所
に
は
植
物
性
の
材
料
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。 

  

二
、
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

奏
者
は
孤
独
を
生
き
る 

一
丸
と
な
っ
て
共
に
演
奏
し
て
い
る
か
に
見
え
る
Ａ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
、
実
際
に
は
ひ
と
り
一

人
が
孤
独
だ
。
お
か
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
分
の
ほ
か
に
は
い
な
い
か
ら
だ
。

「
み
ん
な
で
①
渡
れ
ば
怖
く
な
い
」
と
ば
か
り
に
、 

１ 

を
放
棄
し
互
い
に
Ｂ
寄
り
か
か
ろ
う
と
す
る
奏
者
に
、
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
の
席
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。 

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は

tutti

（
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
）
を
弾
く
弦
楽
器
奏
者
た
ち
も
変
わ
ら
な

い
。
1st
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
な
ら
1st
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ヴ
ィ
オ
ラ
な
ら
ヴ
ィ
オ
ラ…

…

と
②
皆
が
同
じ
楽
譜
を
弾
く
の
が

tutti

で
は
あ
る
。
と
き
に
一
〇
名
を
超
え
る
奏
者
が
い
っ
せ
い
に
同
じ
音
を
だ
す
の
だ
か
ら
、
責
任
が
分
散
さ
れ
て

も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
で
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
一
列
目
に
は
一
列
目
の
、
二
列
目
に
は
二
列
目
の
、
三
列
目
に

は
三
列
目
の
役
割
が
あ
る
。
し
か
も
、
列
の
外
側
に
座
る
の
か
、
内
側
に
座
る
の
か
に
よ
っ
て
も
果
た
す
べ
き
責
任

が
違
う
。 

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
は
、
指
揮
者
に
統
③
ソ
ツ
さ
れ
て
曲
の
完
成
を
目
指
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
を

核
に
結
束
も
し
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
一
つ
に
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
奏
者
は
幹
か
ら
伸
び
た
④
枝
で
あ
り
、
葉
っ
ぱ
だ
。
一
つ
と
し
て
同
じ
色
の
葉
っ
ぱ
も
な
け
れ
ば
、
同
じ
形
の
枝
も

な
い
こ
と
は
自
然
の
樹
木
を
観
察
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
各
々
が
別
々
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ



6 
 

て
い
る
。
だ
か
ら
ど
れ
ほ
ど
メ
ン
バ
ー
の
数
が
増
え
て
も
、
奏
者
は
仲
間
を
頼
る
こ
と
の
で
き
な
い
緊
張
感
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。 

上
司
も
い
な
け
れ
ば
部
下
も
い
な
い
。
き
わ
め
て
フ
ラ
ッ
ト
な
楽
器
同
士
の
関
係
で
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
成
り
立
つ
。

一
見
上
司
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
指
揮
者
も
、
本
番
で
は
な
に
も
手
を
く
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
彼
ら
が
「
タ

ク
ト
を
振
り
お
ろ
し
て
、
誰
も
音
を
出
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ら…

…

と
思
え
ば
、
そ
れ
は
恐
怖
で
し
ょ
う
ね
」
と
語

る
の
は
『
証
言
・
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
か
カ
ラ
ヤ
ン
か
』
の
著
者
川
口
マ
ー
ン
恵
美
氏
。
同
書
に
は
実
際
「
ソ
ロ

の
誰
か
に
何
か
が
起
こ
っ
て
も
、
私
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
恐
怖
と
闘
う
カ
ラ
ヤ
ン
の
こ
と
ば
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
音
を
出
す
か
は
、
各
奏
者
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
っ
た
ん
そ
の
、
、
席

に
座
っ
た
も
の
は
断
固
と
し
て
、
そ
の
、
、
人
間
の
責
任
で
音
楽
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
掟

だ
。
皆
で
一
つ
の
音
楽
を
奏
で
な
が
ら
も
、
奏
者
は
孤
独
を
生
き
る
。 

だ
が
同
時
に
、
孤
独
を
引
き
受
け
な
が
ら
も
な
お
、
そ
の
音
楽
家
た
ち
が
調
和
、
、
を、
希
求
、
、
す
る
、
、
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ク

ス
に
お
い
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
持
つ
本
質
は
⑤
ウ
か
び
上
が
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
存
在
価
値

を
裏
づ
け
る
も
の
だ
。
ひ
と
び
と
が
夢
見
、
未
だ
叶
う
こ
と
の
な
い
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
が
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
か

ら
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
と
限
ら
れ
た
時
代
に
誕
生
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
、
地
球
規
模
で

広
ま
り
、
世
界
の
各
地
に
定
着
し
た
秘
密
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。 

 豊
饒
な
響
き
は
音
の
「
一
致
し
な
さ
」
か
ら
？ 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
あ
の
豊
饒
な
響
き
は
、
孤
独
な
魂
が
、
な
お
他
者
と
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
を
試
み
る
、
と
い
う

葛
藤
の
な
か
か
ら
し
か
生
ま
れ
得
な
い
も
の
だ
。 

ど
ん
な
に
耳
を
⑥
ス
ま
し
て
も
聞
こ
え
よ
う
も
な
い
小
さ
な
音
に
ま
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
奏
者
が
こ
だ
わ
り
を

見
せ
る
の
も
、
そ
の
調
和
を
願
え
ば
こ
そ
、
だ
。
わ
ず
か
な
音
の
差
が
全
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
す
る
こ
と
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を
知
っ
て
い
る
者
の
責
任
感
が
そ
う
さ
せ
る
。
だ
か
ら
現
場
で
音
を
発
す
る
と
き
の
奏
者
は
、
全
員
が
皆
「
自
分
の

奏
で
る
音
は
正
し
い
音
で
あ
る
」
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
そ
の
確
信
が
な
け
れ
ば
、
怖
く
て
オ
ケ
注
１

の
な
か
で
音
を

出
す
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
。
し
か
も
そ
れ
は
、
ま
わ
り
と
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
音
で
も
あ
る
。
自

分
と
は
違
う
他
者
の
音
に
寄
り
添
う
こ
と
を
前
提
に
、
自
分
の
信
じ
る
正
し
い
音
を
作
る
と
い
う
芸
当
が
至
難
の
業

で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
で
も
、
そ
れ
を
し
な
い
こ
と
に
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
使

命
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

た
だ
、
も
う
一
方
の
真
実
は
、
オ
ケ
で
正
し
い
音
を
奏
す
る
こ
と
は
結
果
的
に
は
誰
に
も
で
き
て
い
な
い
、
と
い

う
事
実
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
奏
者
の
奏
で
る
音
は
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙
に
ず
れ
、
、
て
い
る
か
ら
だ
。
ひ
と
り
一
人
の

奏
者
は
音
楽
家
と
し
て
美
意
識
が
異
な
り
、
価
値
観
が
異
な
る
の
だ
か
ら
当
然
と
も
い
え
る
。
音
楽
家
と
し
て
の
訓

練
を
受
け
て
き
た
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
必
ず
奏
者
の
解
釈
が
加
わ
る
。
こ
こ
ろ
ひ
と
つ
に
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
一
致
の
溝
を
⑦
埋
め
る
に
は
あ
ま
り
に
芸
術
家
と
し
て
の
自
我
が
確
立
し
て

い
る
の
だ
。
い
か
に
ま
わ
り
と
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
埋
め
よ
う
の
な
い
ず
れ
、
、
が
生
じ
て
し
ま
う
の
も
い
た
し
か

た
な
か
ろ
う
。 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
集
中
し
、
相
互
に
音
を
聞
き
合
う
ほ
ど
に
、
そ
れ
は
露
わ
に
な
る
。
発
音
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
音

の
立
ち
上
が
り
、
立
ち
下
が
り
、
音
の
つ
な
が
り
や
切
り
方
、
強
弱
、
ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
の
周
期
や
深
さ
ま
で
、
す
べ

て
の
音
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
鋭
敏
な
耳
は
そ
の
ち
が
い
を
感
知
す
る
。
調
和
を
願
う
心
が
、
か
え
っ
て
奏
者
に

疎
外
感
を
も
た
ら
す
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
奏
者
は
自
分
の
思
い
⑧
描
く
理
想
の
音
と
、
他
人
の
思
い
描
く
理
想
の
音
の
あ

い
だ
に
⑨
ハ
サ
ま
れ
て
、
い
つ
も
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い
る
。
互
い
が
互
い
に
対
し
て
ち
ょ
っ
と
迷
惑
な
の
だ
。 

と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
い
、
音
程
は
も
と
よ
り
発
音
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
音
の
立
ち
上
が

り
な
ど
す
べ
て
の
要
素
を
ぴ
た
り
と
一
致
さ
せ
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
音
楽
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
と…

…

、
こ
れ
ほ
ど

味
気
の
な
い
音
も
あ
る
ま
い
と
い
う
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
ら
し
い
。
ず
れ
、
、
を
⑩
ハ
イ
ジ
ョ
し
、
す
べ
て
が
完
璧
に
一

ひ 

と 
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致
す
る
音
楽
は
Ｃ
砂
を
か
む
よ
う
な
響
き
だ
、
と
い
う
。 

そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
的
要
素
を
微
妙
に
ず
ら
し

、
、
、
て
み
る
。
こ
れ
が
、
結
構
そ
れ
ら
し
く
聞
こ
え
る
、
と
い

う
で
は
な
い
か
。
本
物
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
を
録
音
し
た
か
の
よ
う
に
さ
え
聞
こ
え
て
く
る
瞬
間
も
あ
る
よ
う
だ
。 

こ
う
し
た
実
験
の
結
果
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
じ
つ
は
ひ
と
を
包
み
込
む
よ
う
な
豊
か
で
温
か
な
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
サ
ウ
ン
ド
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奏
者
の
奏
で
る
音
の
一
致
、
、
し
な
さ

、
、
、
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
。
皆
が
一
致
す
る
こ
と
よ
り
も
、
一
致
、
、
し
な
い

、
、
、
と
こ
ろ
に
充
実
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
サ
ウ
ン
ド
の
魅
力
は
隠
さ

れ
て
い
る
と
想
像
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
ま
す
ま
す
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
映
し

て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。 

も
し
も
成
員
の
全
員
が
一
分
の
す
き
も
な
く
、
与
え
ら
れ
た
役
目
に
同
じ
こ
と
を
す
る
社
会
が
実
現
し
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
あ
な
た
が
あ
な
た
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
私
が
私
で
あ
る
必
要
の
な
い
社
会
を
意

味
し
よ
う
。
誰
も
が
一
つ
の
課
題
に
対
し
同
じ
こ
と
を
言
い
、
同
じ
行
動
を
と
る
の
だ
か
ら
個
人
の
顔
の
必
要
性
は

な
く
な
る
。
そ
こ
に
い
る
の
が
特
定
の
誰
か
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
誰
か
の
代
わ
り
が
見
つ
か
ら
な
く
て
困
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
原
理
的
に
起
こ
り
え
な
い
。
誰
が
ど
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
よ
う
と
も
、
い
つ
で
も
替
え
が
き

く
か
ら
だ
。
そ
ん
な
非
人
間
的
な
社
会
で
、
ひ
と
が
い
き
い
き
と
、
各
々
の
役
割
を
果
た
せ
る
と
は
思
え
な
い
。 

手
触
り
の
や
さ
し
い
社
会
は
、
個
々
人
の
価
値
観
が
多
少
ず
れ
て
い
て
も
、
正
否
の
基
準
が
人
に
よ
っ
て
違
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
を
鷹
揚
に
受
け
入
れ
る
共
同
体
で
は
な
い
か
。
端
的
に
い
う
と
、
い
つ
で
も
互
い
に
迷
惑
を
か
け
あ

え
る
集
団
で
あ
る
は
ず
だ
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
顔
が
見
え
る
。 

だ
と
す
る
と
、
各
奏
者
の
発
す
る
音
が
微
妙
に
ず
れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
全
員
が
全
員
に
対
し
て
ず
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
ゆ
え
に
、
一
人
と
し
て
そ
の
奏
者
に
代
わ
る
者
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
互
い
に
歩
み
寄
ろ
う
と
し
て

も
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
溝
が
、
か
け
が
え
の
な
い
顔
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。 

ど
う
や
ら
、
ひ
と
び
と
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
響
き
は
、
音
楽
観
が
違
い
、
美
意
識
が
違
い
、
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正
否
の
基
準
が
違
う
奏
者
た
ち
の
多
様
な
価
値
観
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
個
性
あ
る
音
楽
家

な
ら
で
は
の
ず
れ
、
、
が
一
つ
ず
つ
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
初
め
て
魅
力
あ
る
音
を
奏
で
る
こ
と
が

で
き
る
。「
い
っ
た
ん
そ
の
席
に
座
っ
た
も
の
は
断
固
と
し
て
、
そ
の
人
間
の
責
任
で
音
楽
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
言
は
、
じ
つ
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
か
ら
の
「
あ
な
た
の
代
わ
り
に
な
る
奏
者
は
ど
こ
に
も
い
な
い
」
と
い
う
呼

び
声
で
は
な
か
っ
た
か
。 

「
ほ
か
で
も
な
い
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
い
う
音
楽
か
ら
の
招
き
に
応
え
て
、
奏
者
た
ち
は
、
作
品
の
な

か
に
深
く
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
孤
独
な
作
業
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
だ
。 

（
大
嶋
義
実
『
演
奏
家
が
語
る
音
楽
の
哲
学
』〈
二
〇
二
二
年
・
講
談
社
〉
に
基
づ
く
） 

注
１ 

「
オ
ケ
」…

…

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
の
略
語
。 

 

問
一 

傍
線
部
③
⑤
⑥
⑨
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 

 

問
二 

次
に
示
す
表
現
【
ａ
】
～
【
ｅ
】
は
、
傍
線
部
①
②
④
⑦
⑧
の
文
字
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。【
ａ
】
～
【
ｅ
】 

の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
う
ち
、
二
重
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

【
ａ
】
譲
渡 

 
 

【
ｂ
】
皆
目 

 
 

【
ｃ
】
枝
葉
末
節 

 
 

【
ｄ
】
埋
蔵 

 
 

【
ｅ
】
点
描 

 

問
三 

空
欄 

１ 

に
あ
て
は
ま
る
表
現
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番 

号
で
答
え
よ
。 

 

①  

親
和
性 

 
 

② 

多
様
性 

 
 

③ 

社
会
性 

 
 

④ 

主
体
性 

 
 

⑤ 

道
徳
性 
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問
四 

波
線
部
Ａ
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
、
実
際
に
は
ひ
と
り
一
人
が
孤
独
だ
」
に
つ
い
て
、「
プ
レ

イ
ヤ
ー
た
ち
」
は
な
ぜ
「
孤
独
」
な
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
五
十
字
以
上
、
六
十
字
以
下
（
句
読
点
を
含

む
）
で
説
明
せ
よ
。
そ
の
際
、
以
下
の
条
件
を
守
る
こ
と
。 

 

〔
条
件
１
〕 

一
文
で
表
現
す
る
こ
と
。 

〔
条
件
２
〕 

「
自
分
が
出
す
音
」
と
い
う
表
現
で
書
き
出
す
こ
と
（
字
数
に
含
め
る
）。 

〔
条
件
３
〕 

「
求
め
ら
れ
る
か
ら
。」
と
い
う
表
現
で
文
を
終
え
る
こ
と
（
字
数
に
含
め
る
）。 

 

問
五 

波
線
部
Ｂ
「
寄
り
か
か
ろ
う
と
す
る
」
に
つ
い
て
、
こ
の
箇
所
で
の
「
寄
り
か
か
る
」
と
同
義
の
二
字
の
表 

現
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。 

 

問
六 

波
線
部
Ｃ
「
砂
を
か
む
よ
う
な
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の 

中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

① 

面
白
み
が
な
く
つ
ま
ら
な
い
様
子
。 

② 

悔
し
く
て
た
ま
ら
な
い
様
子
。 

③ 

苦
々
し
く
歯
ぎ
し
り
す
る
様
子
。 

④ 

驚
き
呆
れ
て
目
を
そ
む
け
る
様
子
。 

 

問
七 

次
に
示
す
①
～
④
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は
〇
を
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は

×

を
記
せ
。 
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① 

枝
や
葉
に
全
く
同
じ
も
の
が
な
い
よ
う
に
奏
者
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
り
、
そ
の
個
性
は
ま
と
め
役
の
指

揮
者
で
さ
え
も
把
握
が
で
き
な
い
。 

② 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
奏
者
は
、
個
性
あ
る
音
楽
家
と
し
て
意
図
的
に
ず
れ
を
生
み
出
そ
う
と
し
な
が
ら
も
、 

他
の
奏
者
と
の
調
和
を
希
求
す
る
と
い
う
、
相
反
す
る
逆
説
的
な
欲
求
を
抱
え
る
。 

③ 

他
の
奏
者
の
音
よ
り
も
自
分
の
奏
で
る
音
の
方
こ
そ
が
正
し
い
と
自
信
に
溢
れ
て
い
る
奏
者
た
ち
の
集

合
体
で
あ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
理
想
的
な
社
会
の
縮
図
で
あ
る
と
い
え
る
。 

④ 

そ
れ
ぞ
れ
の
奏
者
の
出
す
音
に
微
細
な
ず
れ
が
生
じ
る
の
は
、
奏
者
一
人
ひ
と
り
が
異
な
る
美
意
識
や
価

値
観
、
基
準
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

三
、
次
の
①
～
⑤
の
各
文
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
た
傍
線
箇
所
を
漢
字
と
送
り
仮
名
を
用
い 

た
表
記
に
あ
ら
た
め
よ
。
そ
の
際
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
ひ
ら
が
な
で
記
す
こ
と
。 

 

① 

カ
シ
テ
イ
タ
本
を
友
人
か
ら
返
し
て
も
ら
っ
た
。 

② 

保
育
所
に
子
ど
も
を
ム
カ
エ
に
行
く
。 

③ 

の
ど
が
カ
ワ
イ
タ
の
で
、
冷
蔵
庫
か
ら
麦
茶
を
出
し
て
飲
ん
だ
。 

④ 

天
か
ら
サ
ズ
カ
ッ
タ
才
能
。 

⑤ 

ア
ル
バ
ム
に
は
ナ
ツ
カ
シ
イ
思
い
出
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
。 

（
以
下
余
白
） 

 


