
��― ―

文
学
の
社
会
性
に
つ
い
て

―
「
日
中
韓
青
年
作
家
会
議
」
の
報
告
と
し
て

矢　

野　

利　

裕

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
韓
国
文
学　
　

現
代
文
学　
　

��
年
生
ま
れ
、
キ
ム
・
ジ
ヨ
ン　
　

村
田
沙
耶
香　
　

コ
ン
ビ
ニ
人
間

―
２
０
１
９
年
の
サ
ヨ
ナ
ラ
は
／
振
り
返
っ
た
り
悔
や
ん
だ
り
愛
を
か
く
ま
っ
て
い
く
よ

（
片
想
い
「
２
０
１
９
年
の
サ
ヨ
ナ
ラ
（
リ
リ
ー
へ
）」）

―
そ
し
て
時
は
２
０
２
０
／
全
力
疾
走
し
て
き
た
よ
ね

（
小
沢
健
二
「
彗
星
」）

０

　

二
〇
一
九
年
一
一
月
五
～
七
日
、
韓
国
の
仁
川
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
日
中
韓
青
年
作
家
会
議
」
に
参
加
し
た
（
欠
勤
の
あ
い
だ
、
ご
迷
惑
お
か
け
し
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
）。
本
会
議
は
仁
川
文
化
財
団
の
主
催
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
メ
イ
ン
の
企
画
と
し
て
、「
東
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る

（
筆
者
は
こ
こ
に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う

―
筆
者
注
）
日
中
韓
の
若
い
世
代
の
作
家
た
ち
」
に
よ
る
「
文
学
の
未
来
を
語
り
合
う
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催

さ
れ
た
。
日
本
か
ら
は
、
小
説
家
の
崎
浜
慎
・
中
上
紀
・
綿
矢
り
さ
、
詩
人
の
文
月
悠
光
の
各
氏
が
参
加
し
、
筆
者
は
評
論
家
と
い
う
立
場
で
参
加
し
た
。

　

筆
者
は
以
前
か
ら
、
現
代
日
本
の
「
文
学
」（
と
り
わ
け
「
純
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
に
お
け
る
妙
な
か
た
ち
で
の
閉
鎖
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
閉
鎖
性
を
指
し
て
、
日
本
文
学
の
〈
非
︲
社
会
性
〉
と
呼
ぶ
。
と
は
言
え
、〈
社
会
性
〉
と
い
う
言
葉
は
抽
象
的
で
、
実
際
、
こ

の
〈
非
︲
社
会
性
〉
の
内
実
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
総
体
と
し
て
、
日
本
文
学
の
〈
非
︲
社
会
性
〉
が
か
た
ち
づ

く
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
が
考
え
る
日
本
文
学
の
〈
非
︲
社
会
性
〉
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
。
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・
現
代
の
日
本
文
学
は
、
同
時
代
の
社
会
的
な
状
況
や
政
治
的
な
状
況
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
い
て
い
な
い
。

・
現
代
の
日
本
文
学
は
、
同
時
代
の
他
文
化
と
比
べ
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
読
者
を
獲
得
し
て
い
な
い
。

・
現
代
の
日
本
文
学
は
、
日
本
以
外
の
地
域
の
読
者
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
獲
得
し
て
い
な
い
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
講
演
に
お
い
て
、「
日
本
の
若
い
世
代
の
作
家
に
と
っ
て
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
た
筆
者
は
、
上
記
の
一
点

目
を
中
心
に
現
代
日
本
の
文
学
に
お
け
る
〈
非
︲
社
会
性
〉
に
つ
い
て
論
じ
た
。
と
い
う
の
も
、
現
在
、
日
本
で
社
会
性
・
政
治
性
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、

韓
国
の
文
学
作
品
が
多
く
読
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
韓
国
文
学
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
二
〇
一
九
年
度
、
書
店
シ
ー
ン
で
は
、
日
本
文
学
以
上
に
韓
国
の
文
学
・

評
論
が
広
く
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
た
。
本
校
に
お
い
て
も
、
高
校
生
徒
が
、
キ
ム
・
ナ
ム
ジ
ュ
『
��
年
生
ま
れ
、
キ
ム
・
ジ
ヨ
ン
』
や
イ
・
ミ

ン
ギ
ョ
ン
『
私
た
ち
に
は
こ
と
ば
が
必
要
だ　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
黙
ら
な
い
』
な
ど
の
著
作
か
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
考
え
て
い
る
光

景
を
目
に
し
た
。
日
本
の
同
時
代
の
純
文
学
が
一
部
の
好
事
家
の
み
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
し
て
や
な
か
な
か
高
校
生
の
読
者
を
獲
得
で
き
な
い
現
状
を
考

え
る
と
、
一
部
の
韓
国
文
学
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
上
記
三
点
の
課
題
を
乗
り
越
え
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
で
は
、
日
本
文
学
に
お
い
て
は
ど

う
か
。
現
代
の
日
本
文
学
に
対
し
て
〈
非
︲
社
会
性
〉
が
指
摘
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
力
学
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
か
。

　

以
下
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
基
調
講
演
の
内
容
を
ふ
ま
え
る
か
た
ち
で
、「
日
中
韓
青
年
作
家
会
議
」
の
報
告
の
意
味
合
い
も
込
め
つ
つ
考
え
た
い
。

１

　

現
在
（
と
く
に
二
〇
一
〇
年
代
）
の
日
本
の
「
文
学
」
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
漠
然
と
〈
物
語
批
判
〉
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
言

う
〈
物
語
〉
と
は
、
単
線
的
で
プ
ロ
ッ
ト
（
筋
）
と
構
造
が
明
確
な
も
の
、
ゆ
え
に
、
全
体
の
主
題
が
見
出
し
や
す
い
も
の
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
代
の
芥
川
賞
受
賞
作
を
眺
め
て
み
る
と
、
円
城
塔
（
二
〇
一
一
・
下
半
期
）、
黒
田
夏
子
（
二
〇
一
二
・
下
）、
藤
野
可
織
（
二
〇
一
三
・

上
半
期
）、
小
山
田
浩
子
（
二
〇
一
三
・
下
）、
柴
崎
友
香
（
二
〇
一
四
・
上
）、
小
野
正
嗣
（
二
〇
一
四
・
下
）、
滝
口
悠
生
（
二
〇
一
五
・
下
）、
山
下
澄

人
（
二
〇
一
六
・
下
）、
沼
田
真
佑
（
二
〇
一
七
・
下
）
な
ど
、
単
線
的
な
物
語
構
造
に
還
元
で
き
ず
、
多
様
な
意
味
が
生
成
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
が
評
価
さ

れ
、
結
果
的
に
受
賞
し
て
い
る
。
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例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
の
上
半
期
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
円
城
塔
「
道
化
師
の
蝶
」
に
対
す
る
、
川
上
弘
美
の
「
ま
っ
す
ぐ
な
道
を
進
ん
で
ゆ
く
よ
う
な

進
み
ゆ
き
で
は
、
こ
の
小
説
の
物
語
は
進
ん
で
ゆ
き
ま
せ
ん
。
揺
れ
動
き
つ
つ
、
ひ
っ
く
り
か
え
り
つ
つ
、
戻
っ
た
り
進
ん
だ
り
、
け
れ
ど
戻
っ
て
き
た
と

み
え
た
も
の
は
、
も
し
か
す
る
と
元
の
世
界
と
は
こ
と
な
る
世
界
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
し
て
最
後
に
は
ま
た
、
終
わ
り
は
始
ま
り
へ
と
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
」（『
文
藝
春
秋
』
二
〇
一
二
・
三
）
と
い
う
評
言
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
も
の
だ
。
あ
る
い
は
、
書
評
家
の
倉
本
さ
お
り

は
、
昨
今
の
芥
川
賞
の
傾
向
に
つ
い
て
「
一
見
わ
か
り
や
す
く
み
え
て
複
数
の
解
釈
が
可
能
な
作
品
が
今
は
受
賞
し
や
す
い
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
」
と
い
う

印
象
を
述
べ
て
い
る
（『
週
刊
読
書
人
』
二
〇
一
九
・
九
・
一
三
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
作
家
の
問
題
意
識
や
試
み
は
さ
ま
ざ
ま
だ
し
、
こ
れ
ら
を
〈
物
語
批
判
〉
系
の
作
家
と
し
て
一
緒
く
た
に
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
も
あ

る
。
し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
代
に
評
価
さ
れ
る
「
文
学
」
に
お
い
て
は
、〈
物
語
批
判
〉
は
な
か
ば
前
提
と
し
て
あ
る
程
度
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い

う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
ッ
ト
や
視
点
、
人
称
、
構
造
を
複
雑
化
し
て
、〈
物
語
〉
の
か
た
ち
か
ら
離
れ
、
一
義
的
な
意
味
づ
け
を
拒
否
す
る
よ
う
な
発
想

が
、
二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
／
文
芸
誌
」
の
主
流
を
占
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
二
〇
一
〇
年
代
の
こ
の
流
れ
は
、
日
本

文
学
研
究
者
の
中
沢
忠
之
が
「
純
文
学
」
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
す
る
よ
う
な
、「
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
徐
々
に
物
語
か
ら
距
離
を
取

る
作
品
が
相
当
程
度
の
存
在
感
を
示
し
て
き
た
」（「
純
文
学
再
設
定

―
純
文
学
と
大
衆
文
学
」『
文
学
』
二
〇
一
六
）（「
純
文
学
再
設
定

―
純
文
学
と
大

衆
文
学
」『
文
学
』
二
〇
一
六
）
と
い
う
〈
物
語
批
判
〉
の
傾
向
を
特
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
文
学
／
文
芸
誌
」
の
潮
流
が
、
二
〇
一
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
社
会
性
・
政
治
性
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
な
い
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
観
測
は
、
拙
稿
「
新
感
覚
系
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
現
代

―
平
成
文
学
史
序
説
」（『
す
ば
る
』
二
〇
一
六
・

二
）
で
す
で
に
触
れ
た
つ
も
り
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
昨
今
の
日
本
に
お
け
る
韓
国
文
学
ブ
ー
ム
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
そ
の
印
象
は
さ
ら

に
強
く
な
る
。

　

文
芸
誌
と
し
て
は
異
例
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
た
『
文
藝　

特
集
：
韓
国
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
日
本
』（
二
〇
一
九
・
九
）
に
お
い
て
、
翻
訳
家
の
鴻
巣
友

季
子
は
、
日
本
も
含
め
た
現
代
の
文
学
に
つ
い
て
、「
現
代
文
学
は
、
多
声
性
、
多
元
視
点
、
重
層
性
、
両
義
性
と
い
っ
た
も
の
を
重
ん
じ
て
き
ま
し
た
」
と

い
う
印
象
を
述
べ
つ
つ
、
チ
ョ
・
ナ
ム
ジ
ュ
『
��
年
生
ま
れ
、
キ
ム
・
ジ
ヨ
ン
』
の
日
本
で
の
ヒ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 

同
じ
物
語
を
も
し
も
日
本
の
女
性
作
家
が
書
い
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
編
集
者
に
指
摘
さ
れ
て
直
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
物
語
の
構
造
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
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の
表
現
も
ス
ト
レ
ー
ト
す
ぎ
る
か
ら
、
も
う
少
し
捻
り
ま
し
ょ
う
と
か
（
笑
）。
だ
か
ら
『
キ
ム
・
ジ
ヨ
ン
』
は
、
本
当
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
か
っ
た

け
れ
ど
日
本
で
は
書
か
れ
損
ね
た
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
書
か
れ
る
は
ず
の
、
そ
ん
な
作
品
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

社
会
性
や
政
治
性
を
色
濃
く
含
ん
だ
韓
国
文
学
の
日
本
で
の
ヒ
ッ
ト
は
、
現
代
日
本
の
「
文
学
」
が
社
会
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、〈
物
語
批
判
〉
と
い
う
か
た
ち
で
の
小
説
表
現
の
洗
練
が
関
わ
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
日
本
文
学
史
上
に
お
い
て
、〈
物
語
批
判
〉
と
い
う
態
度
は
、
時
代
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
の
う
え

で
、
二
〇
一
〇
年
代
以
降
の
〈
物
語
批
判
〉
の
理
論
的
背
景
を
探
る
と
す
れ
ば
、
保
坂
和
志
の
存
在
が
見
出
さ
れ
る
。
と
く
に
、
保
坂
の
小
説
論
を
ま
と
め

た
『
小
説
の
自
由
』『
小
説
の
誕
生
』『
小
説
の
奏
で
る
音
楽
』
は
、〈
物
語
批
判
〉
系
の
二
〇
一
〇
年
代
に
活
躍
す
る
「
若
い
世
代
の
作
家
」
に
影
響
を
与
え
、

ま
た
、
後
押
し
を
し
た
。
そ
ん
な
保
坂
の
小
説
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
で
特
筆
す
べ
き
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
　

 

小
説
と
は
ま
ず
、
作
者
や
主
人
公
の
意
見
を
開
陳
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
視
線
の
運
動
、
感
覚
の
運
動
を
文
字
に
よ
っ
て
作
り
出
す
こ
と
な
の
だ
。
作

者
の
意
見
・
思
想
・
感
慨
の
類
は
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
運
動
の
中
に
あ
る
。（「
視
線
の
運
動
」『
小
説
の
自
由
』）

　
　

 　

文
学
に
か
ぎ
ら
ず
芸
術
全
般
、
つ
ま
り
表
現
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
は
、
見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
読
ん
だ
り
さ
れ
る
対
象
そ
の
も
の
に
圧
倒
的
な
価
値

が
あ
っ
て
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
国
家
や
社
会
や
時
代
を
論
じ
る
こ
と
は
表
現
さ
れ
た
も
の
を
見
な
い
聞
か
な
い
読
ま
な
い
こ
と
に
し

か
な
ら
な
い
。（「
病
的
な
想
像
力
で
な
い
小
説
」『
小
説
の
自
由
』）

　

保
坂
の
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
主
題
ら
し
い
主
題
を
も
た
ず
に
、
ほ
と
ん
ど
「
視
線
の
運
動
」
と
「
感
覚
の
運
動
」
の
み
で
小
説
を
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
「
運
動
」
の
鮮
や
か
さ
に
よ
っ
て
、
小
説
内
の
日
常
は
か
く
も
輝
か
し
い
も
の
に
な
る
。
人
目
を
引
く
大
き
な
事
件
な
ど
起
こ
ら
ず
と
も
、
言
葉
そ

れ
自
体
の
「
運
動
」
に
よ
っ
て
、
何
気
な
い
日
常
は
そ
の
姿
を
変
貌
さ
せ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
言
葉
の
「
運
動
」
の
み
で
、
そ
の
言
葉
は
「
国
家
」「
社

会
」「
時
代
」
を
論
じ
る
た
め
の
容
れ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
小
説
や
詩
と
い
っ
た
言
語
芸
術
に
し
か
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
す
ぐ
れ
て

「
文
学
」
的
だ
と
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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基
調
講
演
に
あ
た
っ
て
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、「
若
い
世
代
の
作
家
に
と
っ
て
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
印
象
か
ら
す
る

と
、
二
〇
一
〇
年
代
に
活
躍
し
た
日
本
の
「
若
い
世
代
の
作
家
」
に
と
っ
て
、「
文
学
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
、〈
何
気
な
い
日
常
に
輝
き
を
も
た
ら
す
も
の
〉

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
言
葉
で
も
っ
て
〈
何
気
な
い
日
常
に
輝
き
を
も
た
ら
す
〉
よ
う
な
手
つ
き
こ
そ
が
「
文
学
」
的
に
す
ぐ
れ
た
手
つ
き
で
あ
る
、
と

い
っ
た
考
え
が
「
文
学
／
文
芸
誌
」
共
同
体
に
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、〈
物
語
〉
は
、「
文
学
」
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は

な
く
な
る
。〈
物
語
〉
は
、
映
画
や
マ
ン
ガ
な
ど
他
の
表
現
に
お
い
て
も
描
け
る
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
、
言
葉
の
「
運
動
」
性
に
よ
っ
て
〈
物
語
批
判
〉
を

お
こ
な
う
こ
と
こ
そ
「
文
学
」
の
本
領
な
の
だ
、
と
い
う
考
え
か
た
が
共
有
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
文
学
」
観
を
否
定
す
る
気
持
ち
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
共
感
さ
え
す
る
。
こ
う
し
た
方
向
性
の
な
か
で
、
青
木
淳
悟
や
滝
口
悠
生
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
小
説
家
も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
「
文
学
」
観
は
、
一
方
で
、「
文
学
」
が
社
会
・
政
治
を
描
く
こ
と
の
足
を
引
っ
張
る
遠
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

日
常
の
な
か
に
埋
没
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
・
コ
ト
を
引
っ
張
り
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
政
治
的
な
営
為
に
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
何

気
な
い
日
常
に
輝
き
を
も
た
ら
す
〉
手
つ
き
が
、
社
会
性
・
政
治
性
と
結
び
つ
く
道
は
お
お
い
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
九
九
〇
年
代
に
試
み
ら
れ
た
〈
物

語
批
判
〉
に
は
、
抑
圧
的
な
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
〈
物
語
〉
を
解
体
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
下
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
、
村
田
沙
耶
香
「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
コ
ン
ビ
ニ

人
間
」
は
、
二
〇
一
〇
年
代
的
な
「
文
学
」
性
と
社
会
性
を
高
度
に
両
立
さ
せ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
を
題
材
に
し
た
「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
の
高

評
価
は
、〈
何
気
な
い
日
常
に
輝
き
を
も
た
ら
す
〉
と
い
う
二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
」
の
モ
ー
ド
を
踏
襲
し
つ
つ
、
同
時
に
、
非
正
規
雇
用
者
に
お
け
る
労

働
問
題
に
触
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
芥
川
賞
の
選
評
（『
文
藝
春
秋
』
二
〇
一
六
・
九
）
に
お
い
て
、
前
者
の
評
価
は
、「
コ
ン
ビ
ニ
と
い
う
小
さ
な
箱
と
そ

の
周
辺
。
そ
ん
な
タ
イ
ニ
ー
ワ
ー
ル
ド
を
描
い
た
だ
け
な
の
に
、
こ
の
作
品
に
は
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
の
す
べ
て
が
、
ぎ
ゅ
っ
と
凝
縮
さ
れ
て
詰
ま
っ
て
い

る
」（
山
田
詠
美
）、「
今
ま
で
誰
も
気
づ
か
な
か
っ
た
何
か
に
、
名
前
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
」（
川
上
弘
美
）
と
い
っ
た
物
言
い
に
代
表
さ
れ
る
。
こ
の
観

点
に
お
い
て
は
、「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
の
社
会
性
は
、
評
価
の
言
葉
に
は
の
ぼ
ら
な
い
。
一
方
、
村
上
龍
は
後
者
の
観
点
か
ら
、「
会
社
へ
の
同
化
・
帰
属
意

識
」「
高
度
経
済
成
長
期
「
世
間
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
替
」
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
を
絶
賛
す
る
。
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 「
現
実
を
描
き
出
す
」
そ
れ
は
小
説
が
持
つ
特
質
で
あ
り
、
力
だ
。
隠
蔽
さ
れ
が
ち
で
、
ま
た
当
然
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
、
あ
る
い
は
異

物
と
し
て
簡
単
に
排
除
さ
れ
が
ち
な
現
実
を
描
く
、
そ
し
て
、
正
確
な
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
の
、
悲
し
み
、
苦
悩
、
嘆
き
、
愚
痴
、
数

奇
な
行
動
な
ど
を
て
い
ね
い
に
翻
訳
し
、
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
を
重
ね
、
物
語
と
し
て
紡
ぐ
こ
と
で
本
質
的
な
こ
と
を
露
わ
に
す
る
。

　

二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
」
が
、
社
会
・
政
治
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
と
す
る
筆
者
か
ら
す
る
と
、「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
は
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り

の
地
点
を
探
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
代
を
代
表
す
る
見
事
な
作
品
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
え
で
な
お
筆
者
は
、
現
代
の

「
文
学
」
は
社
会
・
政
治
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
、
と
判
断
す
る
。
社
会
的
・
政
治
的
な
問
題
を
描
こ
う
と
し
て
も
、「
文
学
」
の
名
に
お
い
て
、

そ
れ
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
」
が
社
会
的
・
政
治
的
な
主
題
へ
の
意
志
を
失
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

村
上
龍
は
、
さ
き
の
引
用
部
の
直
前
に
、「「
古
倉
さ
ん
」（「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
の
主
人
公

―
筆
者
・
注
）
は
、
実
は
ど
こ
に
で
も
い
る
。
そ
れ
が
い

い
こ
と
な
の
か
、
悪
い
こ
と
な
の
か
、
逆
に
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
出
現
と
し
て
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
誰
に
も
わ
か
ら
な
い

し
、
小
説
が
回
答
を
出
す
必
要
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
る
で
、
読
者
に
「
回
答
」
を
委
ね
る
こ
と
が
「
小
説
」
の
役
目
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。
実

際
、
何
気
な
い
コ
ン
ビ
ニ
の
風
景
を
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
描
く
「
コ
ン
ビ
ニ
人
間
」
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
働
く
労
働
者
を
肯
定
的
に
も
皮
肉
的
に
も
取
れ
る

よ
う
に
、
両
義
的
に
描
い
て
い
る
。

　

も
し
こ
れ
を
労
働
問
題
と
い
う
主
題
を
明
確
化
し
た
〈
物
語
〉
と
し
て
描
い
て
い
た
ら
、
そ
の
テ
ー
マ
の
明
確
性
ゆ
え
に
、
評
価
は
低
く
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
／
文
芸
誌
」
に
お
い
て
は
、
多
義
的
な
意
味
づ
け
に
価
値
を
認
め
が
ち
だ
っ
た
か
ら
だ
。
二
〇
一
〇
年
代
の

「
文
学
／
文
芸
誌
」
は
、「
物
語
の
構
造
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
表
現
も
ス
ト
レ
ー
ト
す
ぎ
る
か
ら
、
も
う
少
し
捻
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
磁
場
に

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
現
代
日
本
の
「
文
学
」
の
間
隙
を
突
く
か
た
ち
で
、
日
本
に
お
け
る
韓
国
文
学
の
隆
盛
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
立
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
小
説
（
家
）
は
、
単
線
的
な
〈
物
語
〉
や
一
義
性
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
社
会
的
・
政
治
的
な
「
回
答

を
出
す
必
要
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。〈
何
気
な
い
日
常
〉
を
解
き
ほ
ぐ
し
た
う
え
で
、
社
会
的
・
政
治
的
な
主
題
を
〈
物
語
〉
の
か
た
ち
で
（
再
）
構
築

す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
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二
〇
一
〇
年
代
の
小
説
に
お
け
る
〈
何
気
な
い
日
常
に
輝
き
を
も
た
ら
す
〉
と
い
う
考
え
は
、
小
説
と
い
う
表
現
に
誠
実
に
向
き
合
っ
た
う
え
で
の
意
識

と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
高
度
化
し
た
「
文
学
／
文
芸
誌
」
が
、
向
き
合
う
べ
き
社
会
と
乖
離
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
だ
。

　

乖
離
に
は
二
側
面
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
「
文
学
」
が
社
会
・
政
治
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
。「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
」
の
意
味
は
、
社
会
的
な
問
題
を
示
唆
す
る
こ
と
は
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
主
題
の
積
極
性
が
失
わ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。
非
正
規
雇
用
の
問
題
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
、
あ
る
い
は
発
達
障
害
の
問
題
な
ど
、
社
会
的
な
題
材
が
「
文
学
」
的
な
手
つ
き
で
繊
細
に

描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
、「
文
学
／
文
芸
誌
」
に
社
会
・
政
治
の
問
題
は
散
見
さ
れ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
文

学
」
的
な
繊
細
さ
は
、
目
の
ま
え
の
社
会
的
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
。
そ
の
多
様
な
あ
り
か
た
は
、
無

難
な
両
論
併
記
に
陥
ら
な
い
の
か
。
そ
の
点
、
小
説
（
家
）
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
考
え
て
み
た
い
問
題
で
あ
る
。
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
小
説
が

社
会
・
政
治
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
け
て
い
な
い
の
と
同
様
、「
文
芸
誌
」
に
お
け
る
社
会
・
政
治
を
め
ぐ
る
特
集
（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
や
教
育
問
題
な
ど
）
も
、
同
時

代
の
社
会
・
政
治
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
向
き
合
え
て
い
な
い
と
感
じ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、「
文
学
／
文
芸
誌
」
に
お
け
る
高
度
な
問
題
意
識
が
、
一
般
読
者
を
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
単
線
的
な
〈
物
語
〉
の

か
た
ち
を
採
っ
て
お
ら
ず
多
義
性
に
開
か
れ
た
高
度
な
小
説
は
、
あ
る
種
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
持
っ
た
読
者
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
端
的
に
、〈
文
学
が
現
代
の
社
会
を
描
い
て
い
る
〉
と
い
う
回
路
は
、
二
〇
一
〇
年
代
に
は
か
な
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
印
象
が
あ
る
。
個
人
的
に
回
復

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
社
会
と
「
文
学
」
を
結
ぶ
回
路
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
こ
と
を
考
え
た
い
高
校
生
が
『
��
年
生
ま
れ
、

キ
ム
・
ジ
ヨ
ン
』
を
手
に
取
る
よ
う
に
、
政
治
や
社
会
に
関
心
が
あ
る
人
が
「
文
学
」
を
手
に
取
る
よ
う
な
状
況
は
、
い
か
に
回
復
で
き
る
の
か
。
映
画
も

マ
ン
ガ
も
ア
ニ
メ
も
、「
文
学
」
に
比
べ
て
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
ま
だ
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
韓
国
文
学
も
、
そ
の
よ
う
な
需
要
に
応
え
て
い
る
印

象
が
あ
る
。
日
本
の
エ
ン
タ
メ
小
説
の
一
部
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
、〈
物
語
〉
を
構
築
す
る
意
志
が
強
い
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
日

本
の
「
文
学
」
に
は
そ
の
よ
う
な
役
割
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
〇
年
代
の
「
文
学
」
が
、「
文
学
」
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
追

求
す
る
な
か
で
、〈
物
語
批
判
〉
の
方
向
に
洗
練
し
て
い
っ
た
こ
と
の
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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上
記
の
傾
向
は
、
作
家
・
評
論
家
は
も
ち
ろ
ん
、
読
者
・
編
集
者
も
含
め
た
「
文
学
／
文
芸
誌
」
を
め
ぐ
る
〈
場
〉
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
傾
向
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
業
界
的
な
も
の
で
あ
り
、
良
く
も
悪
く
も
集
団
的
な
も
の
だ
と
思
う
。
他
方
、
個
々
の
小

説
家
の
営
み
は
、
こ
れ
ら
の
傾
向
を
打
破
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
も
多
い
。
小
説
家
で
言
え
ば
、
個
人
的
に
は
、
温
又
柔
、
星
野
智
幸
、
村
田
沙
耶

香
、
川
上
未
映
子
、
松
田
青
子
、
古
谷
田
奈
月
、
早
助
よ
う
子
な
ど
の
小
説
家
は
、
独
自
の
仕
方
で
小
説
表
現
に
社
会
性
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
と
思

え
る
。
あ
る
い
は
、
今
村
夏
子
の
小
説
は
、
結
果
的
に
社
会
性
・
政
治
性
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
文
学
／
文
芸
誌
」
を
め
ぐ
る
〈
場
〉
の
力
学

と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
闘
争
的
な
小
説
家
と
し
て
、
木
村
友
祐
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
〇
一
〇
年
代
の
日
本
の
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
（
多
義
性
、
複
雑
性
、
重
層
性
な
ど
）
は
、
単
な
る
業
界
内
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
陥
っ
て

は
い
ま
い
か
。
現
代
日
本
の
「
文
学
」
は
、
社
会
／
世
界
に
開
か
れ
た
か
た
ち
に
問
題
意
識
を
更
新
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
第
一
歩
は
、「
文
学
／
文
芸
誌
」

が
長
ら
く
批
判
し
て
き
た
〈
物
語
〉
に
向
き
合
う
こ
と
だ
と
考
え
る
。「
文
学
」
は
い
か
に
社
会
を
描
く
の
か
、
と
い
う
手
垢
に
ま
み
れ
た
問
い
に
つ
い
て
、

国
内
外
の
文
学
や
別
ジ
ャ
ン
ル
の
表
現
を
参
照
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
し
つ
こ
く
考
え
た
い
。

４

　

以
上
が
、「
日
中
韓
青
年
作
家
会
議
」
で
の
発
表
の
内
容
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
る
の
は
や
は
り
、
日
々
、
教
育
現
場
で
中
学
生
・
高
校
生
と
接

す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
文
領
域
を
中
心
に
扱
う
筆
者
と
し
て
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
定
期
的
に
選
定
が
迫
ら
れ
る
課
題
図
書
の
こ
と
を
考
え
る
。〈
物
語
〉

内
容
を
テ
ス
ト
で
問
う
以
上
、〈
物
語
批
判
〉
系
の
作
品
を
選
ぶ
こ
と
に
抵
抗
感
を
覚
え
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
と
き
、
①
要
約
可
能
な
安
定
し
た

〈
物
語
〉
の
構
造
を
も
ち
、
②
同
時
代
の
社
会
が
描
か
れ
て
お
り
、
③
内
容
が
ゆ
た
か
で
あ
る
、
と
い
う
課
題
図
書
に
求
め
る
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
「
文
学
」

の
作
品
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
円
城
塔
や
保
坂
和
志
と
い
っ
た
す
ぐ
れ
た
小
説
家
の
作
品
も
、
い
く
ら
心
情
的
に
読
ま
せ
た
い
と
思
っ
て
も
、
課
題
図
書
に

す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
課
題
図
書
で
は
な
い
か
た
ち
で
薦
め
る
こ
と
は
あ
る
）。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、『
コ
ン
ビ
ニ
人
間
』
の
重
要
性

は
、
芥
川
賞
受
賞
と
い
う
か
た
ち
で
「
文
学
／
文
芸
誌
」
で
評
価
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。
近
年
の
芥

川
賞
受
賞
作
の
な
か
で
、
高
校
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
無
理
な
く
参
入
で
き
た
作
品
は
、
唯
一
『
コ
ン
ビ
ニ
人
間
』
だ
っ
た
と
い
う
印
象
で
あ
る
。

　

本
稿
で
〈
社
会
性
〉
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
こ
の
よ
う
な
「
文
学
／
文
芸
誌
」
と
そ
の
外
側
を
つ
な
ぐ
回
路
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
外
側
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と
は
、
同
時
代
の
社
会
・
政
治
だ
っ
た
り
、
ふ
だ
ん
文
芸
誌
を
読
ま
な
い
読
者
だ
っ
た
り
、
日
本
以
外
の
場
所
だ
っ
た
り
。
そ
の
点
、
今
回
の
渡
韓
で
言
え

ば
、
綿
矢
り
さ
氏
の
読
者
だ
と
い
う
韓
国
の
高
校
生
の
存
在
に
、
意
義
深
い
も
の
を
感
じ
た
。
ま
た
、
二
〇
二
〇
年
に
日
本
語
訳
の
著
作
も
出
る
と
い
う
韓

国
の
若
手
小
説
家
、
パ
ク
・
サ
ン
ヨ
ン
に
対
し
て
も
、
そ
の
「
文
学
／
文
芸
誌
」
の
磁
場
か
ら
自
由
な
あ
り
か
た
に
共
感
し
た
。
韓
国
に
お
け
る
パ
ク
の
著

作
の
装
丁
イ
ラ
ス
ト
は
、
大
瀧
詠
一
『LO

N
G

 VA
CATIO

N

』
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
で
有
名
な
永
井
博
が
手
が
け
て
い
る
。
韓
国
の
音
楽
家
、
ナ
イ
ト
・
テ

ン
ポ
な
ど
が
牽
引
す
る
ヴ
ェ
イ
パ
ー
ウ
ェ
イ
ヴ
～
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
・
フ
ァ
ン
ク
の
潮
流
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
同
時
代
カ
ル

チ
ャ
ー
と
並
列
し
た
か
た
ち
で
小
説
表
現
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
も
心
強
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
国
内
で
消
費
さ
れ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
い
た
筆
者
が
、
ま
が
り
な
り
に
も
社
会
的
な
視
線
を
獲
得
し
た
の
は
い
つ

だ
っ
た
か
。
二
〇
〇
二
年
、
日
韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
年
に
大
学
に
入
学
し
、
日
本
代
表
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
授
業
に
出
席
す
る
な
ど
、
い
ま
振
り
返

る
と
痛
々
し
い
「
ぷ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
香
山
リ
カ
）
に
浮
か
れ
て
い
た
大
学
生
を
一
喝
し
て
く
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
本
校
の
、
当
時
、
筆
者
の
「
基

礎
演
習
Ⅱ
」
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
言
う
と
、
Ｏ
高
先
生
だ
っ
た
（
Ｏ
高
先
生
は
の
ち
に
、
筆
者
が
顔
に
日
の
丸
を
ペ
イ
ン
ト
し
て
い

た
と
振
り
返
る
が
、
そ
れ
は
友
人
で
あ
っ
て
俺
で
は
な
い
！
）。「
基
礎
演
習
Ⅱ
」
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
分
析
の
手
法
は
、
精
緻
な
読
解
で
あ
る
と
と
も
に
、

テ
ク
ス
ト
に
抱
え
込
ま
れ
た
社
会
性
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
権
威
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
文
学
」
に
〈
外
部
〉
を
持
ち
こ
む
試
み
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
Ｏ
高
先
生
は
そ
の
後
、「
日
本
語
教
育
」
と
い
う
授
業
で
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
政
治
性
や
権
力
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
問
う
た
。
東
京
弁
に
過
ぎ
な
い
い
ち
言
語
を
〈
標
準
語
〉
と
す
る
こ
と
の
政
治
性
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
「
国
語
」
と
し
て
教
育
す
る
こ
と
の
権
力
性
な

ど
。
加
え
て
「
日
本
語
教
育
」
の
授
業
で
は
、
日
韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
さ
い
に
作
用
し
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
性
も
指
摘
さ
れ
、
日
本
代
表
の

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
、
渋
谷
の
ク
ラ
ブ
に
遊
び
に
出
か
け
て
い
た
軽
薄
な
大
学
生
を
自
己
批
判
さ
せ
る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
。

　

現
在
の
排
外
主
義
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
問
題
を
見
る
に
つ
け
、
当
時
の
「
日
本
語
教
育
」
の
授
業
で
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
い
ま
だ
向
き
合
う
べ
き
も

の
と
し
て
残
り
続
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
二
〇
年
前
と
現
在
で
は
状
況
も
異
な
る
。
筆
者
の
実
感
か
ら
す
る
と
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
よ
る
大
き
な
〈
物

語
〉
を
批
判
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
時
代
か
ら
少
し
進
み
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
に
権
力
を
活
用
し
、
ど
の
よ
う
な
〈
物
語
〉
を
構
築
す
る
か
、
と
い

う
点
が
同
時
に
問
わ
れ
て
い
る
時
代
だ
と
思
え
る
。
だ
と
す
れ
ば

―
。

　

権
力
と
は
無
縁
に
な
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
教
員
と
い
う
立
場
か
ら
、
い
か
な
る
〈
物
語
〉
を
生
徒
に
生
成
さ
せ
る
か
。
Ｏ
高
先
生
に
も
ら
っ
た
宿
題
だ

と
思
っ
て
、
二
〇
二
〇
年
以
降
の
課
題
と
し
た
い
。
自
分
自
身
が
権
威
的
に
振
る
舞
っ
て
し
ま
う
危
う
さ
を
見
据
え
つ
つ
。
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