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25  

事
件
・
情
報
と
メ
デ
ィ
ア 

 

１ 

メ
デ
ィ
ア
の
変
化
と
情
報
伝
達
の
変
遷 

 

事
件
・
事
故
、
あ
る
い
は
金
銭
を
め
ぐ
る
話
な
ど
、
日
本
人
の
情
報
好
き
は
「
伝

統
的
」
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
出
版
文
化
が
成
立
す
る
以
前
は
、
う
わ
さ
話

や
手
紙
を
通
し
て
情
報
は
伝
達
さ
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
出
版
が
盛

ん
に
な
る
と
、
瓦
版
（
か
わ
ら
ば
ん
）
を
通
じ
て
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
情
報
が

伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
う
わ
さ
話
は
健
在
で
、
書
き
留
め

た
本
も
残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
天
皇
・
貴
族
・
大
名
な
ど
に

か
か
わ
る
重
大
事
件
を
扱
っ
た
出
版
は
許
さ
れ
ず
、
写
本
（
手
書
き
の
本
）
の
か

た
ち
で
事
件
の
内
容
が
流
布
し
た
も
の
も
多
数
あ
り
ま
し
た
。 

  

コ
ラ
ム 

大
名
も
う
わ
さ
好
き 

 
 

う
わ
さ
好
き
な
の
は
庶
民
に
限
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
大
名
の
中

に
も
そ
う
し
た
人
は
多
く
、〈
は
な
し
の
会
〉
を
開
い
て
情
報
交
換
す
る

大
名
も
い
ま
し
た
。『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
は
、
あ
る
大
名
の
江
戸
藩

邸
に
お
け
る
咄
の
会
の
記
録
で
、
仲
の
良
い
武
士
や
、
出
入
り
の
棋
士

た
ち
が
互
い
の
「
も
ち
ネ
タ
」
を
披
露
し
合
い
ま
し
た
。
こ
の
中
に
収

め
ら
れ
て
い
る
寝
ぼ
け
て
切
腹
し
た
武
士
の
話
な
ど
は
、
現
代
の
テ
レ

ビ
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

明
治
以
降
は
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
情
報
を
伝
え
る
手
段
も
増
え
た
た
め
、
情
報

の
伝
え
方
は
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
り
ま
し
た
。
で
き
る
だ
け
事
実
を
正
確
に
伝
え

よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
興
味
本
位
の
も
の
ま
で
、
情
報
の
伝
え
ら
れ
方
は
多
岐
に

わ
た
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
傾
向
は
現
在
で
も
続
い
て
お
り
、
テ
レ

ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
、
情
報
を
伝
え
る
媒
体
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、

〈
事
実
〉
〈
真
実
〉
を
見
極
め
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 ○ 

学
習
課
題
１ 

情
報
の
伝
達
の
変
化
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う 

（
１
） 

文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
使
っ
て
、
江
戸
時
代
の
瓦
版
か
ら
当
時

の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
か
調
べ
て
み
ま
し

ょ
う
。 

 

１ 

学
習
目
標 

 
 

日
常
に
起
こ
る
様
々
な
事
件
・
情
報
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
も
た
ら
さ

れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
及
び
現
代

の
事
件
・
情
報
と
メ
デ
ィ
ア
・
報
道
の
在
り
方
に
つ
い
て
学
び
、
私
た
ち

と
情
報
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
単
な
る
好
奇
心
か
ら
情

報
に
接
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
正
確
に
判
断
す
る
と
い
う
意
識

を
も
つ
。 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
と
事
件
報
道
・
情
報
伝
達
の
変
遷 

（
２
）
メ
デ
ィ
ア
と
文
芸
（
小
説
・
芝
居
な
ど
）
と
の
伝
達
の
仕
方
の
違
い 

（
３
）
メ
デ
ィ
ア
の
総
体
的
な
理
解

〔
新
た
な
文
化
の
単
元
〕 
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（
２
）
明
治
以
降
最
近
に
至
る
ま
で
の
、
様
々
な
事
件
の
中
か
ら
一
つ
の
事
件
を
選 

び
、
そ
の
伝
え
方
の
違
い
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
各
新
聞
の
伝
え
方
や
、
新 

聞
と
雑
誌
な
ど
メ
デ
ィ
ア
が
異
な
る
場
合
の
伝
え
方
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の 

特
徴
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

最
近
の
事
件
に
つ
い
て
調
べ
る
と
き
に
は
、
新
聞
と
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
、 

さ
ら
に
は
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
、
実
際
に
見
聞
き
し
た
情
報
を
取
り
上
げ
て
み 

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
伝
え
る
姿
勢
や
、
自
分
自
身
の
理
解
の
仕 

方
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
、ど
の
よ
う
に
情
報
と
か
か
わ
れ
ば
よ
い 

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

２ 

メ
デ
ィ
ア
と
虚
構
作
品 

 

メ
デ
ィ
ア
が
事
件
や
情
報
を
伝
え
る
場
合
と
、
小
説
や
演
劇
が
事
件
を
元
に

作
品
に
す
る
場
合
と
で
は
、
そ
の
内
容
や
焦
点
の
当
て
方
が
違
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
最
初
か
ら
虚
構
作
品
で
あ
る
と
分
か
っ
て
読
ん
だ
り
見
た
り
し
て
い

た
も
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
あ
た
か
も
〈
真
実
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
伝
え
る
〈
事
実
〉
と
、
虚
構
作
品

の
伝
え
る
〈
真
実
〉
の
分
か
れ
目
を
ど
の
よ
う
に
見
分
け
る
の
か
、
情
報
社
会

に
生
き
る
私
た
ち
の
判
断
力
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  
  

  

 

コ
ラ
ム 

〈
実
説
〉〈
実
録
〉
は
本
当
の
は
な
し
？ 

 
 

江
戸
時
代
、
出
版
す
る
こ
と
が
難
し
い
内
容
の
事
件
は
、
写
本
の
か
た

ち
で
情
報
が
広
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
「
実
録
」
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
す

が
、
必
ず
し
も
事
実
そ
の
も
の
を
伝
え
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。
書
き
写

す
際
に
元
の
本
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
書
き
足
す
人
も
多
く
、
そ
の
事
件

を
題
材
に
し
た
歌
舞
伎
の
筋
書
き
が
、
さ
も
事
実
の
よ
う
に
書
き
加
え
ら

れ
た
り
、
登
場
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ど
ん
ど
ん
肥
大
化
し
て
い
く
場
合

も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
最
大
の
事
件
の
一
つ
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」

で
有
名
な
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
事
件
も
、
事
件
直
後
か
ら
数
種
類
の

「
実
録
」
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
事
件
の
〈
事
実
〉
〈
真
実
〉

を
探
り
出
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。 

           
 

赤穂事件を伝える〈実録〉『介石記』 
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○ 

学
習
課
題
２ 

メ
デ
ィ
ア
と
虚
構
作
品
の
特
徴
を
調
べ 

  
て
み
ま
し
ょ
う 

（
１
）
事
件
を
元
に
し
て
作
ら
れ
た
作
品 

に
つ
い
て
、
報
道
と
の
共
通
点
・
相 

違
点
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、 

同
じ
事
件
を
、
違
う
作
家
が
取
り
上 

げ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
登
場 

人
物
や
時
間
の
設
定
、
事
件
の
起
き 

た
理
由
な
ど
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
共 

通
点
や
相
違
点
を
考
え
て
み
ま
し
ょ 

う
。 

 

（
２
）
メ
デ
ィ
ア
は
必
ず
し
も
〈
事
実
〉 

を
伝
え
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

時
に
、
「
事
件
を
つ
く
る
」
役
割
を
果 

た
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
学 

習
課
題
１
と
あ
わ
せ
て
、
事
件
の
被 

害
者
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ 

て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
、 

メ
デ
ィ
ア
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て 

み
ま
し
ょ
う
。 

   

  

 
事件名「            」 作品名「             」 

登

場

人

物 

  

時

間

設

定 

  

事

件

の

展

開 

  

結

末 

  

 

ノート例 
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○ 

学
習
課
題
３ 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
や
情
報
に
つ
い 

て
考
え
ま
し
ょ
う 

 
 

私
た
ち
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
情
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

身
の
回
り
に
起
こ
っ
た
小
さ
な
出
来
事
に
つ
い
て
伝
え
た
り
、
話
し
た
り
し
て
情

報
を
発
信
し
て
も
い
ま
す
。
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
に
情
報
を
発
信
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

日
本
新
聞
博
物
館
（
横
浜
市
）
や
、
新
聞
社
・
テ
レ
ビ
局
な
ど
を
見
学
訪
問
し

た
り
、
新
聞
記
者
や
テ
レ
ビ
の
報
道
関
係
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
機
会
を
つ
く

っ
た
り
し
て
、
情
報
を
発
信
す
る
側
の
意
識
や
取
組
に
つ
い
て
調
べ
、
話
し
合
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

      

《
参
考
文
献
》 

・
中
正
樹
『
「
客
観
報
道
」
と
は
何
か
―
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
と
客
観
報
道
論

争
』
新
泉
社
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
） 

・
川
上
和
久
『
情
報
操
作
の
ト
リ
ッ
ク
│
そ
の
歴
史
と
方
法
』
講
談
社
、
平
成
六
年 

（
一
九
九
四
） 

・
草
野
厚
『
テ
レ
ビ
報
道
の
正
し
い
見
方
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
） 

・
『〈
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉
か
わ
ら
版
・
新
聞 

江
戸
明
治
三
百
事
件
』
Ⅰ
〜
Ⅳ 

（
平
凡
社
）
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
七
八
） 

 

錦絵新聞 

火事を伝える瓦版 
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26 

現
代
の
芸
術
に
み
る
日
本
の
伝
統
・
文
化 

            

１ 

現
代
の
芸
術
と
日
本
の
伝
統
・
文
化 

 

現
代
の
芸
術
に
は
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
が
そ
の
礎
（
い
し
ず
え
）
と
な
っ

て
い
た
り
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
み
な
さ
ん
は
世
界
的
に
知
ら
れ
る
龍
安
寺
の
庭
、
通
称
「
龍

安
寺
の
石
庭
」
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
幅
二
十
五
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
十
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
敷
地
に
白
砂
を
敷
き
詰
め
、
帚
目
（
ほ
う
き
め
）
を
つ
け
、
十

五
個
の
石
を
五
か
所
に
点
在
さ
せ
た
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
庭
で
す
。
こ
の
庭
を
、

い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
つ
く
っ
た
の
か
は
い
ま
だ
謎
に
包
ま
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
美
し
さ
は
、
ま
さ
に
日
本
独
自
の
も
の
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
証
拠
に
「
龍
安
寺
の
石
庭
」
は
現
代
に
お
い
て
も
世
界
中
の
人
々

の
心
を
つ
か
み
、
訪
れ
る
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。 

建
築
家
、
磯
崎
新
が
設
計
し
た
岡
山
県
の
奈
義
町
現
代
美
術
館
に
は
、
太
陽

を
象
徴
化
し
た
巨
大
な
円
筒
形
の
建
造
物
が
あ
り
、
そ
の
内
部
に
『
偏
在
の
場
・

奈
義
の
龍
安
寺
・
建
築
的
身
体
』
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
制
作
し
た
の
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
拠
点
に
国
際
的
に
活
躍
す
る
、
荒
川
修
作
＋
マ
ド
リ
ン
・
ギ

ン
ズ
で
す
。
鑑
賞
者
は
ま
っ
す
ぐ
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
に
、
周
囲
に
は
真
上

か
ら
み
た
「
龍
安
寺
の
石
庭
」
を
模
し
た
景
色
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
新
し

い
身
体
の
感
覚
や
知
覚
の
形
成
を
促
す
幻
惑
的
な
空
間
と
し
て
な
っ
て
い
ま
す
。 

      

１ 

学
習
目
標 

 

現
代
の
芸
術
の
中
に
は
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
の
影
響
を
多
く
受
け

て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
発
表

す
る
こ
と
で
、
現
代
的
な
視
点
か
ら
日
本
の
伝
統
・
文
化
に
つ
い
て
理

解
す
る
。 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
現
代
の
芸
術
と
日
本
の
伝
統
・
文
化 

（
２
）
日
本
の
伝
統
・
文
化
と
世
界
の
芸
術 

（
３
）
日
本
の
現
代
の
芸
術
や
文
化
の
紹
介 

 

『偏在の場・奈義の龍安寺・建築的身体』1994 年 

荒川修作＋マドリン・ギンズ 写真提供：奈義町現代美術館 
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２ 

日
本
の
伝
統
・
文
化
と
世
界
の
芸
術 

 
日
本
の
伝
統
・
文
化
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
決
し
て
縁
遠
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
世
界
中
の
人
々
か
ら
注
目
さ
れ
、
ま

た
、
現
代
の
日
本
人
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

 

平
成
十
八
年
夏
に
東
京
国
立
博
物
館
で
「
若
冲
と
江
戸
絵
画
展
」
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ジ
ョ
ー
・
プ
ラ
イ
ス
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
プ
ラ
イ
ス
氏
自
身
が
、
半
世
紀
前
に
当
時
日
本
の
美
術

史
家
に
も
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
個
性
的
な
画
家
た
ち
の
作
品
に
目

を
奪
わ
れ
、
収
集
し
た
作
品
に
よ
る
展
覧
会
で
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
心
は

江
戸
時
代
の
画
家
、
伊
藤
若
冲
（
い
と
う
じ
ゃ
く
ち
ゅ
う
）
で
し
た
。
伊
藤
若

冲
は
近
年
若
い
世
代
に
も
人
気
を
博
し
、
最
近
で
は
映
像
作
家
、
紀
里
谷
和
明

が
歌
手
の
宇
多
田
ヒ
カ
ル
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
で
若
冲
の
作
品
を
使
用

し
て
い
ま
し
た
。 

 

日
本
の
伝
統
・
文
化
が
海
外
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

 

代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
浮
世
絵
が
ゴ
ッ
ホ
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

映
画
の
世
界
で
は
、
黒
澤
明
は
海
外
で
も
広
く
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
日
本

映
画
の
映
画
監
督
の
一
人
で
あ
り
、
「
世
界
の
ク
ロ
サ
ワ
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、

影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
映
画
監
督
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
は

代
表
作
『
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
の
登
場
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
、
黒
沢
監
督
作
品

『
隠
し
砦
（
と
り
で
）
の
三
悪
人
』
か
ら
着
想
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
世
界
で
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
イ
ッ
セ
イ
・
ミ
ヤ
ケ
（
三
宅

一
生
）
が
一
九
七
〇
年
代
に
提
案
し
た
「
一
枚
の
布
」
概
念
は
、
日
本
の
和
服

や
様
々
な
布
か
ら
着
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ー
ト
の
世
界
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
イ
ッ
セ
イ
・
ミ
ヤ
ケ
の
「
一
枚
の
布
」
概
念
は
、

新
し
い
技
法
の
研
究
開
発
や
伝
統
的
技
術
の
現
代
的
応
用
と
い
う
技
術
的
な
面

を
中
心
に
、
産
地
織
物
業
に
も
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
な
ど
は
日
本
独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
現
在
で
は
世
界

的
評
価
を
得
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
は
世
界
的
な
芸
術
分
野
に
影
響
を
与
え

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
な
お
、
芸
術
や
文
化
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
の
伝
統
・
文
化
の
精
神
や
美
意
識
や
技
術
が
生
か
さ
れ
た
現
代
芸

術
に
つ
い
て
調
べ
、
発
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

伊藤若冲「松樹・梅花・孤鶴図」 

（東京国立博物館所蔵） 
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○ 

学
習
課
題
１ 

日
本
の
現
代
の
芸
術
や
文
化
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う 

 
海
外
の
人
に
向
け
て
、
現
代
の
日
本
の
芸
術
や
文
化
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

（
１
） 

紹
介
す
る
テ
ー
マ 

    

（
２
） 

紹
介
す
る
内
容
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
が
ど

の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

              

（
３
）
上
記
の
（
１
）
及
び
（
２
）
を
英
訳
し
ま
し
ょ
う
。 

            

（
４
）
他
の
人
の
発
表
で
、
興
味
を
も
っ
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 
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コ
ラ
ム 

受
け
継
ぐ
こ
と
、
新
し
く
作
ら
れ
る
こ
と 

 
み
な
さ
ん
は
、
伝
統
・
文
化
と
聞
く
と
、
随
分
昔
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
伝
統
・
文
化
と
は
、
ま
さ
に
現
代
の

私
た
ち
の
生
活
に
密
着
し
て
お
り
、
常
日
ご
ろ
そ
ば
に
あ
り
、
関
係
し
て
い
る

も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
伝
統
・
文
化
は
日
々
の
生
活
の
中
で
様
々
に
形
を
変
え
、

生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
た
新
た
な
文
化
と
な
っ
て
現
代
へ
と
連
綿
と
受
け
継
が
れ

て
生
き
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
生
成
、
発
展
を
続
け
、
未
来

に
受
け
継
い
で
い
き
た
い
も
の
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
ま
す
。 

で
は
、
伝
統
・
文
化
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ

の
伝
統
・
文
化
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。 

坂
見
英
一
さ
ん
は
、
東
京
都
荒
川
区
に
工
房
を
構
え
、
仏
具
や
茶
道
具
な
ど

を
、
昔
な
が
ら
の
製
法
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
修
復
や
制
作
を
行
う
金
工
職
人
で

す
。
そ
の
仕
事
に
つ
い
て
坂
見
さ
ん
は

次
よ
う
に
、
お
話
さ
れ
ま
し
た
。 

「
道
具
は
あ
く
ま
で
道
具
で
あ
り
、

道
具
は
そ
れ
を
使
う
人
の
心
次
第
で
、

よ
い
も
の
と
な
る
。
道
具
を
作
る
人
は
、

そ
の
使
い
手
に
応
じ
て
、
よ
り
よ
き
も

の
を
作
ろ
う
と
努
力
す
る
も
の
。
す
な
わ
ち
、
互
い
の
道
が
高
ま
ろ
う
と
す
る

と
き
に
よ
い
も
の
が
で
き
る
。
」 

も
の
が
作
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
作
り
手
と
受
け
手
が
い
て
こ
そ
、
初
め
て

よ
い
も
の
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

ま
た
技
や
心
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
「
昔
だ
れ
か
が
作
っ
た

も
の
を
、
今
の
私
た
ち
が
、
新
し
く
加
工
し
た
り
す
る
こ
と
は
と
て
も
自
然
な

こ
と
。
そ
し
て
そ
の
形
は
そ
の
時
々
の
人
に
よ
っ
て
、
変
化
し
て
い
る
。
ま
た

そ
れ
ら
は
、
未
来
に
お
い
て
も
、
だ
れ
か
が
そ
の
時
代
に
あ
っ
た
形
に
変
え
て

い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
技
術
や
方
法
は
、
人
の
心
や
精
神
性
が
変
わ
ら
な

い
か
ら
こ
そ
、
残
っ
て
い
く
の
だ
」
と
も
お
話
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
本
の
伝
統
・
文
化
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
役
目
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
「
わ
ざ
」
や
「
こ
こ
ろ
」
を
通
し
て
、
新
し
い
も
の
を
作
り
上
げ
て

い
く
こ
と
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。 
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27  

折
り
鶴
を
折
る 

― 

野
口
宇
宙
飛
行
士
に
よ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「
宇
宙
鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

― 

 

１ 

折
り
鶴
に
つ
い
て 

今
日
私
た
ち
は
、
折
り
鶴
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
折
り
紙
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
代
表
的
な
折
り
紙
に
は
、
鶴
（
折
り
鶴
、
連
鶴
）
、
風
船
、
紙
飛
行

機
、
手
裏
剣
（
し
ゅ
り
け
ん
）
、
兜
（
か
ぶ
と
）
、
奴
（
や
っ
こ
）
な
ど
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
折
り
紙
の
こ
と
を
、
今
日
で
は
「
伝
承
折
り
紙
」
や
「
遊
戯
折
り
紙
」

と
言
い
ま
す
。 

折
り
鶴
の
歴
史
は
古
く
、
江
戸
後
期
に
『
千
羽
鶴
折
形
』
と
い
う
本
が
発
行
さ

れ
、
ま
た
一
七
九
七
年
に
は
『
秘
伝
・
千
羽
鶴
の
折
形
』
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
色
紙
で
鶴
を
千
羽
折
り
、
糸
で
長
く
つ
な
い
で
願
い
事
の
た
め
に
奉
納

し
た
り
、
見
舞
い
の
品
に
贈
っ
た
り
す
る
千
羽
鶴
が
有
名
で
す
が
、
そ
の
起
源
は 

は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
鶴
は
古
来
よ
り
長
寿
や
お
め
で
た
い
こ
と
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
舞
い
降
り
る
鶴
の
姿
は
、
よ
い
こ
と
、
め
で
た
い
こ
と
の
あ
る
前
兆
「
瑞
兆

（
ず
い
ち
ょ
う
）
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
鶴
は
生
涯
つ
が
い
で
添
い
遂
げ
る
こ
と
か

ら
、
情
の
深
い
動
物
と
も
さ
れ
、
お
祝
い
事
の
贈
答
品
に
折
り
鶴
を
添
え
る
習
慣

も
あ
り
ま
す
。
鶴
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
日
本
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

優
雅
な
鶴
の
姿
は
日
本
独
特
の
美
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
な
日
本
人
と
か
か
わ
り
の
深
い
鶴
を
折
っ
た
折
り
鶴
は
、
現
在
で
は

平
和
活
動
を
中
心
に
様
々
な
祈
り
や
願
い
を
込
め
て
人
々
に
折
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  
  ○ 

学
習
課
題
１ 

折
り
鶴
を
折
り
ま
し
ょ 

 
 

う 

（
１
）
折
る
こ
と
が
で
き
る
折
り
紙
の
種
類 

を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

（
２
）
実
際
に
折
り
鶴
を
折
っ
て
み
ま
し
ょ 

 
 

う
。 

（
３
）
折
り
鶴
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に
折
ら 

 
 

れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
と
き 

に
折
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

 

１ 

学
習
目
標 

「
折
り
紙
」
と
し
て
代
表
的
な
折
り
鶴
を
折
る
こ
と
で
、
伝
統
・
文

化
を
体
験
的
に
学
び
、
ま
た
、
そ
の
象
徴
す
る
と
こ
ろ
を
「
宇
宙
鶴
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
伝
統
・
文
化
の
も
つ
未
来
へ
の
役
割
や
可

能
性
を
考
え
る
。 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
折
り
鶴 

（
２)

 

野
口
宇
宙
飛
行
士
の
「
宇
宙
鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
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２ 

野
口
宇
宙
飛
行
士
の
「
宇
宙
鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 
平
成
十
六
年(

二
〇
〇
四)

、
野
口
聡
一
宇
宙
飛
行
士
は
、

大
気
圏
外
に
持
参
し
た
折
り
紙
を
使
っ
て
折
り
鶴
を
折
り

ま
し
た
。
そ
し
て
無
重
力
状
態
の
中
、
そ
の
折
り
鶴
を
飛
ば

し
ま
し
た
。
野
口
宇
宙
飛
行
士
は
折
り
鶴
に
込
め
ら
れ
て
き

た
日
本
人
の
思
い
な
ど
に
つ
い
て
他
の
外
国
人
の
ク
ル
ー

に
語
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
「
宇
宙
鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
映
像
と
し
て
地
上
へ
持
ち
帰
ら
れ
、
野
口
宇
宙
飛
行
士

に
よ
る
「
宇
宙
鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
成
功
し
ま
し
た
。 

は
る
か
上
空
の
宇
宙
で
、
一
人
の
日
本
人
で
あ
る
野
口
宇

宙
飛
行
士
に
よ
っ
て
平
和
の
願
い
を
込
め
た
折
り
鶴
が
折

ら
れ
、
折
り
鶴
は
宇
宙
空
間
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

宇
宙
か
ら
み
た
地
球
に
国
境
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
伝

統
・
文
化
の
一
つ
の
形
で
あ
る
折
り
鶴
は
、
人
々
に
命
の
大

切
さ
、
平
和
の
尊
さ
を
改
め
て
強
く
印
象
付
け
た
こ
と
で
し

ょ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
・
文
化
は
、
人
々

の
願
い
や
心
を
表
す
こ
と
が
で
き
、
国
境
を
越
え
て
未
来
へ 

の
夢
や
希
望
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
こ
と
を
、
こ
の
「
宇
宙 

鶴
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

写
真
提
供
／
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ 

 

野口聡一宇宙飛行士による「宇宙鶴」
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28 

和
か
ら
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出 

 

１ 

和
の
言
葉
が
も
つ
意
味
の
確
認 

日
本
の
こ
と
を
「
和
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ

ん
は
、
何
を
も
っ
て
「
日
本
＝
和
」
と
感
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
日
常
の
中
に

あ
る
が
ゆ
え
に
普
段
は
忘
れ
か
け
な
が
ら
も
、
実
際
の
生
活
に
根
ざ
し
て
い
る

「
和
」
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

○ 

学
習
課
題
１ 

文
化
を
表
す
言
葉
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う 

グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。 

（
１
）
「
日
本
」「
和
」
の
付
い
た
、
日
本
の
文
化
に
関
す
る
言
葉
を
書
き
出
し
て
み 

ま
し
ょ
う
。
ま
た
「
和
」
の
他
に
、「
日
本
」
を
表
す
言
葉
が
あ
る
か
ど
う
か
調 

べ
ま
し
ょ
う
。 

（
２
）
日
本
語
に
は
、
「
呉
」
「
唐
」
「
漢
」「
洋
」
な
ど
を
使
っ
て
海
外
の
も
の
を
表 

す
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
整
理
し
、
ま
た
そ
の
言
葉
が
い
つ 

ご
ろ
生
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

              

（
３
）
「
和
」
「
唐
」
「
漢
」「
洋
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
て
い
る
言
葉
に
は
ど
の 

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
の
言
葉
の
意
味
と
成
立
時
期
に
つ
い 

て
も
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

字 

 

書 

 

文 

 

紙 

(例）

服 

 

     日

本 

    
○ 

和 

    
○ 

呉 

     唐 

     漢 

    
○ 

洋 

１ 
学
習
目
標 

 

日
本
の
生
活
文
化
は
、
歴
史
的
に
多
く
の
国
と
の
関
係
を
相
互
に
も

ち
、
発
展
し
て
き
た
。
日
本
的
な
独
自
な
文
化
と
は
何
か
を
「
和
」
と

い
う
文
字
を
中
心
に
と
ら
え
て
考
察
す
る
。
日
本
独
自
の
文
化
が
各
国

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
ま
た
日
本
文
化
を
今
後
ど
の
よ
う

に
創
造
し
、
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
行

う
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
新
た
な
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
を
創
出
、
発
表

し
、
日
本
の
産
業
創
出
に
積
極
的
に
関
わ
る
き
っ
か
け
を
作
る
。 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
和
の
言
葉
が
も
つ
意
味
の
確
認 

（
２
）
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
歴
史
的
意
義
と
内
容 

（
３
）
江
戸
美
術
と
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
、
印
象
派 

（
４
）
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出 
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２ 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
歴
史
的
意
義
と
内
容 

十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
国
の
芸
術
文
化
に
憧
れ
た
「
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー

＝
中
国
趣
味
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
、
「
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
＝
日
本
趣
味
」
と

い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
文
化
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
十
九
世
紀
の
フ

ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
起
こ
っ
た
日
本
美
術
へ
の
芸
術
的
憧
憬
を
「
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
（
仏
）
」、
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
（
英
）
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
ら
は
貴
族
階
級

に
代
わ
っ
て
力
を
も
ち
始
め
た
市
民
階
級
と
知
識
人
の
支
持
を
受
け
て
広
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
運
動
の
原
点
に
な
っ
た
も
の
に
、
日
本
の
有
田
焼
や
薩
摩
焼
な

ど
の
色
絵
磁
器
や
、
蒔
絵
（
ま
き
え
。
漆
で
絵
を
描
い
て
、
金
を
蒔
く
漆
器
）
、

七
宝
、
銀
器
、
象
嵌
な
ど
の
精
緻
な
工
芸
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
日
本
は

江
戸
時
代
で
、
技
術
的
に
と
て
も
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
た
精
巧
な
作
品
が
各
地
で

作
ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
藩
ご
と
に
技
術
を
競
わ
せ
、
ま
た
藩
主
も
産
業
奨

励
に
勤
め
、
世
界
の
国
の
人
々
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
工
芸
品
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。 

特
に
、
有
田
焼
の
柿
右
衛
門
磁
器
は
評
価
が
高
く
、
好
ま
れ
ま
し
た
。
需
要
が

追
い
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の
マ
イ
セ
ン
な
ど
で
は
、
有
田
焼
の
図
案
を

ま
ね
て
同
じ
よ
う
な
磁
器
を
作
り
始
め
ま
す
。 

ま
た
、
日
本
の
蒔
絵
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
王
侯
貴
族
に
も
て
は
や
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
海
外
の
需
要
は
満
た
す
こ
と
は
で
き
ず
、
イ
ン
ド
に
産
す

る
ラ
ッ
ク
虫
を
ア
ル
コ
ー
ル
で
溶
き
、
顔
料
を
入
れ
て
塗
料
と
し
た
、
ラ
ッ
カ
ー

と
呼
ば
れ
る
塗
料
を
使
い
、
図
案
も
ま
ね
て
、
日
本
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
か
の

よ
う
に
作
り
上
げ
ま
す
。
こ
れ
が
英
語
の
小
文
字
で
表
さ
れ
る

j
apa
n

で
す
。

j
apa
n

は
日
本
で
作
ら
れ
た
漆
器
を
指
す
と
同
時
に
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
複

製
総
体
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
の
で
す
。 

英
語
のjap

ann
er

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
倣
製
漆
器
を
造
る
人
、ja

pan
ne
d

は

ラ
ッ
カ
ー
を
塗
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
漆
器
を
ま
ね
て
制
作

し
て
い
た
地
域
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
ポ
ン
ト
ア
ム
ゾ
ン
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、

マ
イ
セ
ン
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
エ
バ
イ
ク
、
ベ
ル
リ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
な
ど
で
す
。 

 ○ 

学
習
課
題
２ 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う 
 
 

写
真
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
た
く
さ
ん
の
蒔
絵
の
レ
プ
リ
カ
（
複
製
）

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
が
日
本
の
工
芸
品
に
あ
こ
が
れ
て
、
各
地

で
レ
プ
リ
カ
を
た
く
さ
ん
作
り
、
使
っ
て
い
た
の
は
、
日
本
の
工
芸
品
の
ど
こ
に

魅
せ
ら
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
グ
ル
ー
プ
や
ク
ラ
ス
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。 

 
 
 

フランス製のペンケース 

日本の風俗図を元に製作 
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３ 

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー 

「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
（A

rt 
N
ouv
eau

）
」
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世

紀
初
頭
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
各
地
で
起
こ
っ
た
新
し
い
芸
術
運

動
を
指
し
ま
す
。
こ
の
元
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

が
一
八
六
一
年
に
起
こ
し
た
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
に
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
機
械
に
よ
っ
て
同
じ
規
格
で
作
ら
れ
る
大
量
生
産
に
は
美
が
な
い

と
し
、
人
が
手
で
作
り
出
す
工
芸
こ
そ
美
を
生
み
出
す
と
い
っ
た
運
動
で
す
。
こ

の
運
動
で
は
、
ロ
コ
コ
な
ど
の
前
世
紀
の
美
や
、
ア
フ
リ
カ
美
術
、
東
洋
美
術
に

美
の
原
点
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
日
本
の
浮
世
絵
の
も
つ
美
の
世
界

に
強
い
影
響
を
受
け
ま
し
た
。 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
時
代
は
、
日
本
製
の
磁
器
や
蒔
絵
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
て
い

ま
し
た
が
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
で
は
、
日
本
か
ら
の
工
芸
品
の
図
案
構
成
、
北

斎
漫
画
な
ど
の
描
写
力
な
ど
に
感
動
し
、
素
材
を
違
え
て
、
日
本
の
美
意
識
を
再

構
成
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
す
。
こ
の
運
動
は
、
建
築
、
木
工
家
具
、
ガ
ラ
ス

工
芸
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
陶
磁
器
、
織
物
、
挿
絵
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
様
々
な
分

野
に
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

○
学
習
課
題
３ 

作
品
に
表
れ
た
日
本
の
美
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う 

 

写
真
の
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
作
品
で
は
、
ど
こ
に
日
本
の
影
響
が
あ
る

と
感
じ
ま
す
か
。
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

    

   

４ 

印
象
派
と
江
戸
美
術 

印
象
派
の
画
家
た
ち
で
あ
る
マ
ネ
、
モ
ネ
、
ド
ガ
、
ゴ
ッ
ホ
ら
も
、
浮
世
絵
の

奇
抜
な
空
間
構
成
、
拡
大
と
縮
小
、
非
対
称
な
ど
の
構
図
や
、
対
比
的
な
色
使
い

と
ぼ
か
し
の
奥
行
き
性
な
ど
を
研
究
し
、
自
己
の
世
界
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

ゴ
ッ
ホ
、
モ
ネ
、
ル
ノ
ア
ー
ル
、
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
な
ど
の
作
品
の
表
現
方
法
を
見

る
と
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

ま
た
現
在
で
は
、
印
象
派
の
作
品
は
日
本
人
に
と
っ
て
人
気
が
高
く
、
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
の
ゴ
ッ
ホ
美
術
館
、
パ
リ
の
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
に
あ
る
モ
ネ
の

睡
蓮
の
部
屋
は
日
本
人
で
満
員
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
印
象
派
の
作
品
に
あ
る

何
か
を
探
る
と
、
日
本
美
術
の
本
質
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

ウイリアム・モリス 

デザイン製作オリジナル壁紙 
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○ 

学
習
課
題
４ 

印
象
派
の
作
品
に
み
ら
れ
る
日
本
の
美
に
つ
い
て
話
し
合 

 
 
 
 
 
 
 

い
ま
し
ょ
う 

 
印
象
派
の
人
々
は
、
日
本
の
美
術
の
何
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
作
品

を
鑑
賞
し
て
、
作
品
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
日
本
の
美
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。 

  

５ 

ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出 

歴
史
を
学
ぶ
と
、
日
本
の
美
術
文
化
は
産
業
と
結
び
付
き
、
世
界
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
伝
統
は
受
け
継
が
れ
、
今
で
も
世

界
中
で
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
は
あ
こ
が
れ
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
先
人
た
ち
が
造
り
上
げ
て
き
た
感
性
と
技
術
力
に
裏
付
け
さ
れ
た
日

本
の
文
化
力
に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

○ 

学
習
課
題
５ 

新
し
い
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
を
創
出
し
ま
し
ょ
う 

次
の
世
代
を
担
う
み
な
さ
ん
は
、
新
し
い
日
本
を
創
出
し
、
世
界
に
向
け
て
発

信
す
る
力
を
秘
め
て
い
ま
す
。
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
日
本
文
化
を
探
し

出
し
、
新
し
く
海
外
に
発
信
で
き
る
総
合
的
な
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
を
自
由
に
発

想
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

（
１
）
新
し
い
「
和
」
を
つ
く
り
出
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
言
葉
を
見
付
け
て
み 

ま
し
ょ
う
。 

 

（
２
）
そ
の
言
葉
を
世
界
に
発
信
す
る
文
章
を
考
え
、
英
語
で
表
現
し
て
み
ま
し
ょ 

う
。
ま
た
、
そ
れ
を
発
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 

コ
ラ
ム 

世
界
の
シ
ョ
ウ
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
か
ら 

こ
の
二
枚
の
写
真
は
二
〇
〇
六
年
夏
の
、
ロ
ン
ド
ン
の
街
の
シ
ョ
ウ
・

ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
秋
の
フ
ア
ッ
シ
ョ
ン
が
並
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
メ
ー
カ
ー
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
日
本
の
図
案･

意
匠
か
ら
影
響
を
得
て
い
る

と
感
じ
ま
せ
ん
か
。
世
界
を
歩
く
と
日
本
の
美
術･

文
化
に
触
発
さ
れ
た

も
の
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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29 

日
本
的
な
感
性
を
味
わ
お
う 

― 

手
作
り
和
楽
器
に
挑
戦
！ 

― 

 

１ 

日
本
の
文
化
と
和
楽
器 

 

日
本
人
は
、
生
活
の
中
で
生
ま
れ
た
音
に
風
情
を
感
じ
、
そ
の
響
き
を
取
り
出

し
て
楽
し
む
と
い
う
習
慣
を
も
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
風
鈴
は
元
来
、
魔
よ
け

と
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
現
在
で
は
涼
し
さ
を
運
ぶ
音
具
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
さ
さ
ら
」
「
鹿
お
ど
し
」
な
ど
の
よ
う
に
、
本

来
の
機
能
よ
り
も
、
音
を
発
す
る
機
能
の
方
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
道
具

も
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
人
の
生
活
に
お
い
て
は
、
自
然
と
音
楽

が
調
和
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
楽
器
の
発
展
も
ま
た
、
環
境
や
風
土
、

そ
し
て
民
族
的
な
感
性
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
楽
器
の 

歴
史
や
文
化
的
背
景
を
理
解
し
、
日
本
人
特
有
の
感
性
と
美
に
対
す
る
意
識
に
ふ 

れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

２ 

和
楽
器
の
特
徴 

和
楽
器
の
最
大
の
特
徴
は
、
繊
細
な
音
色
と
そ
の
変
化
に
あ
り
ま
す
。
三
味
線
を

例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
駒
一
つ
で
音
色
が
大
き
く
変
化
す
る
地
歌
三
味
線
で
は
、

奏
者
が
幾
つ
も
の
駒
を
持
ち
歩
き
、
天
候
、
楽
器
の
状
態
、
曲
の
雰
囲
気
な
ど
に
よ

っ
て
使
い
分
け
る
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
音
楽
の
種
目
ご
と
に
、
撥
（
ば
ち
）、
駒
、

糸
も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
の
楽
器
や
大
陸
の
楽
器
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
違
い
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
噪
音
（
そ
う
お
ん
）
（
※
倍
音
以
外
の
上
音
を
も
つ
音
）
の
美
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
や
、
天
然
素
材
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
和
楽
器
の
特
徴

で
す
。
構
造
が
極
め
て
単
純
で
あ
る
分
、
奏
法
は
複
雑
で
あ
り
、
微
妙
な
音
色
や
音

程
、
余
韻
の
変
化
な
ど
に
対
す
る
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
感
覚
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
和
楽

器
を
実
際
に
作
っ
た
り
演
奏
し
た
り
し
な
が
ら
、
様
々
な
表
現
を
追
究
し
て
み
ま
し

ょ
う
。 

※ 

倍
音
と
は
、
周
波
数
が
二
以
上
の
、
整
数
倍
の
音
の
こ
と
。
西
洋
の
楽
器
は
純
粋
な

倍
音
の
み
を
含
む
よ
う
に
改
良
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
噪
音
は
、
倍
音
以
外
の
周
波
数

の
音
。
打
楽
器
の
音
の
多
く
が
噪
音
。
邦
楽
器
で
は
、
噪
音
の
よ
う
な
一
種
の
「
う
な

り
」を
加
え
る
こ
と
で
、
味
わ
い
深
さ
が
引
き
出
さ
れ
る
。 

 

○ 

学
習
課
題
１ 

音
を
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
、
音
を
見
て
み
ま
し
ょ
う 

和
楽
器
の
音
色
を
聴
き
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
取
り
込
ん
で
波
形
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
形
状
の
似
通
っ
た
西
洋
楽
器
の
音
色
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

１ 

学
習
目
標 

 

和
楽
器
の
制
作
と
演
奏
を
通
し
て
、
そ
の
響
き
の
特
徴
を
知
る
と
と

も
に
、
和
楽
器
の
発
展
の
歴
史
や
文
化
的
背
景
を
学
び
、
日
本
の
音
を

再
発
見
し
、
日
本
の
感
性
を
味
わ
う
。 

２ 

学
習
内
容 

 

（
１
）
音
の
分
析
と
聴
取 

 

（
２
）
和
楽
器
の
構
造
と
発
音
の
仕
組
み 

 

（
３
）
楽
器
の
制
作
と
演
奏 
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○ 

学
習
課
題
２ 

和
楽
器
の
素
材
や
構
造
、
奏
法
、
発
音
の
仕
組
み
を
調
べ
ま 

 
 
 
 
 

し
ょ
う 

（
１
）
三
味
線
は
、
十
六
世
紀
に
渡
来
し
て
以
来
、
日
本
の
風
土
の
中
で
、
様
々
な

改
良
が
加
え
ら
れ
て
発
展
し
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
改
良
が
あ
っ
た
の
か
、 

次
の
三
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

・
さ
わ
り
（
一
の
糸
近
く
に
あ
る
仕
組
み
） 

・
撥 

・
皮 

 

（
２
）
三
味
線
に
は
、
細
棹
、
太
棹
、
中
棹
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
音 

の
特
徴
と
、
そ
の
楽
器
が
用
い
ら
れ
る
音
楽
の
種
類
に
つ
い
て
、
調
べ
ま
し
ょ 

う
。 

 

（
３
）
三
味
線
と
三
線
（
さ
ん
し
ん
）
を
比
較
し
て
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み 

 
 

ま
し
ょ
う
。 

・
素
材 

・
奏
法 

・
ど
の
よ
う
な
音
楽
で
使
わ 

 

れ
た
か
。 

     

三味線 尺八 和太鼓 

バイオリン クラリネット ティンパニー 
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（
４
）
琵
琶
（
び
わ
）、
箏
（
そ
う
）、
尺
八
、
太
鼓
、
雅
楽
で
使
わ
れ
る
楽
器
な
ど 

に
つ
い
て
も
、
素
材
や
構
造
、
奏
法
、
発
音
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
調
べ
て
み 

ま
し
ょ
う
。 

 

（
５
）
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
器
が
演
奏
さ
れ
る
場
所
と
和
楽
器
が
演
奏
さ
れ
る
場
所 

が
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
構
造
や
材
質
の
違
い
か 

ら
、
響
き
の
違
い
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

                  

                     
（
６
）
和
楽
器
製
作
の
現
場
を
見
る 

東
京
に
は
、
様
々
な
和
楽
器
の
工
房
が
あ
り
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
訪
ね

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
東京文化会館 大ホール 

（写真提供：東京文化会館） 

国立劇場・大劇場客席 

（写真提供：国立劇場） 
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○ 

学
習
課
題
３ 

楽
器
を
作
り
ま
し
ょ
う 

（
１
）
カ
ン
カ
ラ
三
線 

 

（
２
）
び
ん
ざ
さ
ら
（
木
片
と
木
片
と
を
打
ち
合
わ
せ
て
音
を
出
す
古
代
楽
器
。
石
、 

竹
、
鉄
で
も
作
ら
れ
る
。
） 

 

様
々
な
素
材
を
使
っ
て
、
び
ん
ざ
さ
ら
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ

う
な
響
き
の
違
い
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 

（
３
）
和
楽
器
の
特
徴
を
も
っ
た
新
し
い
楽
器
を
考
案
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

○
学
習
課
題
４ 

演
奏
し
ま
し
ょ
う 

（
１
）
自
分
た
ち
で
作
っ
た
楽
器
や
和
楽
器
を
持
ち
寄
っ
て
、
自
由
に
音
を
出
し
合 

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
邦
楽
で
使
わ
れ
る
掛
け
声
を
ま
ね
て
、
楽
器
の
ア 

ン
サ
ン
ブ
ル
の
合
間
に
声
を
か
け
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
な
効
果
が 

得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
２
）
「
序
破
急
」
の
形
成
原
理
に
基
づ
い
て
、
音
楽
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。   

（
３
） 

波
形
編
集
の
で
き
る
ソ
フ
ト
が
入
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
、
自
作
楽
器
の

様
々
な
音
素
材
を
取
り
込
み
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
コ
ン
ク
レ
ー
ト
の
よ
う
に
加
工
、

編
集
し
て
音
響
作
品
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

《
参
考
文
献
・
資
料
等
》 

・
国
立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
編
『
日
本
の
音
楽
』
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
） 

・
小
泉
文
夫
『
日
本
の
音
』
平
凡
社
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
） 

・
奈
良
部
和
美
『
邦
楽
器
づ
く
り
の
匠
た
ち : 

笛
、
太
鼓
、
三
味
線
、
箏
、
尺
八
』

ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
） 

・
金
城
厚
『
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
の
た
め
の
沖
縄
音
楽
入
門
』
音
楽
之
友
社
、
平
成
九
年

（
一
九
九
七
） 

序
…
ゆ
っ
く
り
と
い
ろ

い
ろ
な
楽
器
が
バ
ラ
バ

ラ
に
出
入
り
す
る
。 

破
…
即
興
的
な
速
い
モ
チ
ー

フ
や
ゆ
っ
く
り
し
た
モ
チ
ー

フ
が
交
錯
す
る
。 

急
…
反
復
す
る
リ
ズ

ム
で
大
き
な
盛
り
上

が
り
を
作
る
。 

びんざさら 

（出典『新訂標準音楽辞典』音楽之友社） 
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30 

ダ
ン
ス
と
和
楽
器
に
よ
る
総
合
的
表
現 

 

日
本
の
伝
統
音
楽
や
伝
統
芸
能
に
は
、
様
々
な
和
楽
器
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
箏
や
太
鼓
、
あ
る
い
は
三
味
線
な
ど
に
関
し
て
は
、
小
・
中
学
校
に

お
い
て
音
楽
科
の
授
業
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
ふ
れ
る
機
会
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
地
域
の
祭
囃
子
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
、

既
に
和
楽
器
の
演
奏
を
学
校
外
で
経
験
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
実
技
体
験
は
ま
っ
た
く
な
く
て
も
、
有
名
な
演
目
を
聴
い

た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
和
楽
器
は
、
個
人
に
よ
っ
て
体
験
レ
ベ
ル
や
知
識
・
技
能
の
習

得
状
況
に
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
創
作
ダ

ン
ス
を
即
興
的
に
組
み
合
わ
せ
て
、
協
力
し
て
新
し
い
総
合
的
表
現
へ
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
だ
け
の
新
た
な
表
現
づ
く
り
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。 

 

○ 

学
習
課
題
１ 

和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
る
新
た
な
表
現
を
鑑
賞
し
、
ま
た
調

べ
て
み
ま
し
ょ
う 

最
近
で
は
、
日
本
音
楽
の
中
で
も
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
や
楽
器
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

ト
（
共
同
製
作
・
共
同
作
業
）
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
西
洋
音
楽
の
楽
器

と
和
楽
器
と
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
決
し
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
篳

篥
（
ひ
ち
り
き
）
や
津
軽
三
味
線
な
ど
の
和
楽
器
に
よ
る
ポ
ッ
プ
ス
な
ど
も
生
み

出
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
楽
器
の
独
奏
や
合
奏
と
日
本
舞
踊
等
の
踊
り
や
ダ
ン
ス
が

組
み
合
わ
さ
れ
た
表
現
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
各
自
の
興
味
・
関
心
に
基
づ
い
て
、
様
々
な
和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

を
鑑
賞
し
た
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
発
表
・
発
信
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
た

り
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
学
習
の
成
果
を
発
表
し
合
っ
て
、
西
洋
音
楽
と
日
本
音
楽
の
違
い
や

ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ポ
ッ
プ
ス
の
違
い
、
様
々
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
意
見

を
交
換
し
ま
し
ょ
う
。 

 

○ 

学
習
課
題
２ 

興
味
・
関
心
の
あ
る
和
楽
器
に
触
れ
、
基
本
的
な
奏
法
を
学
び
ま

し
ょ
う 

 

興
味
・
関
心
の
あ
る
和
楽
器
に
触
れ
、
基
本
的
な
演
奏
を
学
習
し
ま
し
ょ
う
。 

 
こ
こ
で
は
、
三
味
線
を
例
に
、
基
本
的
な
奏
法
の
学
び
方
を
紹
介
し
ま
す
。 

   

１ 

学
習
目
標 

 

和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
創
作
ダ
ン
ス
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
、
新
た
な
総
合
的
表
現
を
つ
く
る
こ
と
を
体
験
す
る
。
協
力
し

て
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
、
ど
こ
に
も
な
い
表
現
を
創
造
し
、
発
表

す
る
。 

 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
鑑
賞
と
実
技
体
験 

（
２
）
振
り
付
け
の
工
夫 

（
３
）
総
合
的
表
現
づ
く
り
と
発
表 



 

 120

（
１
）
姿
勢
と
構
え
方 

和
楽
器
の
演
奏
で
は
、
姿
勢
と
構
え
が
重
要
で
す
。
基
本
と
な
る
姿
勢
と
構 

え
を
し
っ
か
り
押
さ
え
ま
し
ょ
う
。 

（
２
）
基
本
的
な
弾
き
方 

開
放
弦
の
状
態
で
、
糸
に
ば
ち
を
打
ち
下
ろ
し
て
音
を
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

（
３
）
ば
ち
先
で
糸
を
下
か
ら
上
に
す
く
い
上
げ
て
音
を
出
す
「
す
く
い
ば
ち
（
ス 

ク
イ
）
」
、
左
手
の
指
で
糸
を
は
じ
く
「
は
じ
き
（
ハ
ジ
キ
）
」
を
練
習
し
、
さ
ら 

に
「
勘
所(

か
ん
ど
こ
ろ)
の
押
さ
え
方
」
を
マ
ス
タ
ー
し
ま
し
ょ
う
。 

（
４
）
「
う
さ
ぎ
」
や
「
さ
く
ら
」
を
弾
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

○ 

学
習
課
題
３ 

振
り
付
け
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
聴

き
ま
し
ょ
う 

振
り
付
け
を
工
夫
す
る
た
め
に
、
静
か
な
雰
囲
気
で
拍
節
感
の
感
じ
ら
れ
な
い

音
楽
と
し
て
、
雅
楽
の
様
々
な
調
の
「
音
取
（
ね
と
り
）
」（
雅
楽
の
管
弦
な
ど
の

際
、
序
奏
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
演
奏
さ
れ
る
調
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
や
曲
の
雰
囲
気

を
導
く
短
い
前
奏
曲
）
を
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
逆
に
、
大
き
な
盛
り
上
が

り
や
激
し
い
動
き
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
、
津
軽
三
味
線
に
よ
る
「
津
軽
じ
ょ

ん
が
ら
節
」
や
佐
渡
の
鬼
太
鼓
（
お
ん
で
こ
）
な
ど
も
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

〈
振
り
付
け
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
〉 

(

１)
 

音
楽
を
聴
い
て
自
由
に
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
。
直
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
が

大
切
。
場
面
を
設
定
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
き
出
し
て
み
る
。
ま
た
、
イ
メ
ー

ジ
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
り
デ
ッ
サ
ン
し
た
り
し
て
書
き
留
め
て
い
く
こ
と
も
効
果

的
で
あ
る
。 

(

２)
 

音
楽
か
ら
膨
ら
ま
せ
た
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
動
き
で
表
現
し
て
み
る
。
振

り
付
け
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
が
大
切
。
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と

は
素
直
に
動
き
で
表
現
し
て
み
る
。 

(

３)
 

色
彩
的
な
効
果
は
総
合
的
表
現
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
衣
装
な
ど
の
色
に
も

工
夫
を
凝
ら
す
。
ま
た
衣
装
は
、
ズ
ボ
ン
の
裾
を
縛
っ
た
り
、
帯
や
鉢
巻
き
な

ど
を
活
用
し
た
り
し
て
工
夫
し
よ
う
。 

(
４)

 

各
自
の
動
き
や
踊
り
を
互
い
に
評
価
し
合
い
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た

振
り
付
け
を
練
り
上
げ
よ
う
。 
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○ 

学
習
課
題
４ 

自
由
な
発
想
を
生
か
し
て
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
作
品
を
つ
く
り
、
和
楽

器
の
多
様
な
表
現
を
体
験
し
ま
し
ょ
う 

 

〈
曲
の
構
成
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
〉 

 

（
１
）
即
興
演
奏
を
含
む
構
成
に
す
る
。 

（
２
）
開
放
弦
の
音
か
ら
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
可
能
性
を
探
り
、
創
作
の
素
材
を
収 

集
す
る
。
和
楽
器
が
う
ま
く
弾
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
、
開
放
弦
を
使
っ
た 

即
興
的
な
リ
ズ
ム
重
視
の
奏
法
な
ど
を
工
夫
し
て
み
る
。 

（
３
）
出
だ
し
や
終
わ
り
の
合
図
は
、
和
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ら
し
く
掛
け
声
や
相 

談
し
て
決
め
た
音
を
使
う
。 

 

〈
作
品
づ
く
り
の
例
〉 

打
ち
物
と
三
味
線
、
箏
で
、
二
〜
三
分
程
度
の
部
分
か
ら
成
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル 

 
(

１)

「
何
か
が
起
こ
り
そ
う
な
予
感
」 

太
鼓
以
外
の
楽
器
で
即
興
的
に
演
奏
す
る
。
遅
か
っ
た
り
、
速
か
っ
た
り
の 

気
ま
ぐ
れ
な
モ
チ
ー
フ
で
。 

（
２
）
「
遅
い
曲
」 

太
鼓
の
ゆ
っ
く
り
し
た
リ
ズ
ム
の
上
に
、
三
味
線
、
箏
、
笛
の
ゆ
っ
く
り
し 

た
掛
け
合
い 

（
３
）
「
複
数
の
太
鼓
に
よ
る
掛
け
合
い
」 

だ
ん
だ
ん
速
く
な
っ
て
い
く
。 

（
４
）
「
速
い
曲
」 

太
鼓
の
特
徴
あ
る
速
い
リ
ズ
ム
の
反
復
の
上
で
、
三
味
線
、
箏
、
笛
の
細
か 

い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
盛
り
上
が
っ
て
終
わ
る
。 

（
５
）
曲
の
構
成
に
合
わ
せ
て
振
り
付
け
を
工
夫
す
る
。 
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○
学
習
課
題
５ 

発
表
会
を
開
き
ま
し
ょ
う 

発
表
会
を
企
画
し
て
、
ダ
ン
ス
と
和
楽
器
の
総
合
的
表
現
を
発
表
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
発
表
に
つ
い
て
講
評
を
述
べ
合
い
ま
し
ょ
う
。 

 

 

〈
発
表
・
講
評
の
記
録
〉 
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日
本
に
見
ら
れ
る
季
節
の
特

徴
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す

か
。 

日
本
の
属
す
る
気
候
の
名
称

は
何
で
す
か
。 

  

  
か
つ
て
の
日
本
、
ま
た
現
在
の

日
本
に
は
、
ど
の
よ
う
な
民
族

の
人
々
が
住
ん
で
い
ま
す
か
。

民
族
的
に
は
ど
こ
に
属
し
ま

す
か
。 

日
本
の
山
や
川
の
特
徴
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。 

日
本
列
島
を
な
す
島
の
数
は

い
く
つ
で
す
か
。 

日
本
の
総
面
積
は
ど
の
く
ら

い
で
す
か
。 

     

31  

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
企
画
演
出 

 

１ 

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
企
画 

こ
れ
ま
で
の
「
日
本
の
伝
統
・
文
化
」
の
学
習
を
も
と
に
、
海
外
の
人
を
招
い
て

日
本
を
紹
介
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
」
を
企
画
し
ま
し
ょ
う
。 

 ○ 

学
習
課
題
１ 

日
本
に
つ
い
て
の
再
確
認
を
し
ま
し
ょ
う 

 

私
た
ち
が
日
本
に
つ
い
て
既
に
知
っ
て
い
た
り
、
普
段
は
気
に
か
け
な
い
よ
う
な

こ
と
で
も
、
外
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
日
本
を
知
る
大
き
な
手
掛
か

り
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
企
画
準
備
と
し
て
、
ま

ず
次
の
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

（
１
）
日
本
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ 

①  

地
理 

              

 

 
 
 
 

② 

気
候
や
季
節 

     

 

１ 

学
習
目
標 

「
日
本
の
伝
統･

文
化
」
の
学
習
を
通
し
て
学
び
、
理
解
し
て
き
た

こ
と
の
総
ま
と
め
と
し
て
「
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
」
を
企
画
し
、

開
催
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
後
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
国
際
交
流

に
お
い
て
、
日
本
を
紹
介
し
、
日
本
の
魅
力
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で

き
る
表
現
力
を
身
に
付
け
、
海
外
の
人
々
と
楽
し
く
交
流
で
き
る
よ
う

に
す
る
。 

２ 

学
習
内
容 

（
１
）
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
企
画 

 
(

２) 

日
本
を
紹
介
す
る
内
容
を
英
語
で
表
現
す
る
活
動 

（
３
）
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催 
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③ 

日
本
に
住
む
人
々 

・
日
本
の
総
人
口 

・
か
つ
て
、
ま
た
現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
民
族
に
つ
い
て 

④ 

日
本
語
に
つ
い
て 

・
日
本
語
で
使
用
す
る
文
字
と
、
そ
の
成
り
立
ち 

⑤ 

日
本
を
一
言
で
表
現
す
る
言
葉
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 （
２
）
同
じ
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
の
住
む
東
京
に
つ
い
て
、
地
理
や
季
節
の
特
徴
、 

人
口
や
暮
ら
す
人
々
に
つ
い
て
も
整
理
し
、
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

○ 

学
習
課
題
２ 

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
を
企
画
し
ま
し
ょ
う 

（
１
）
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
パ
ー
テ
ィ
ー
の
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
。 

こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
「
日
本
の
伝
統
・
文
化
」
か
ら
、
海
外
の
人
に
伝
え 

た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
日
本
を
紹
介
で
き
る
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
る 

よ
う
に
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。 

 （
２
）
パ
ー
テ
ィ
ー
の
内
容
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

パ
ー
テ
ィ
ー
で
紹
介
す
る
内
容
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
ま
し
ょ
う
。
ま 

た
発
表
を
聞
い
て
、
招
待
さ
れ
る
外
国
の
人
々
に
な
り
き
っ
て
、
日
本
に
つ
い 

て
の
質
問
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 （
３
）
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
招
待
状
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
日
本
の
伝
統
・
文
化
」
で
学
習
し
て
き
た
内
容
を
盛
り
込
ん
で
、
パ
ー
テ 

ィ
ー
へ
の
招
待
状
を
作
り
ま
し
ょ
う
。 

英語でつくる招待状 
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○ 

学
習
課
題
３ 

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
を
実
際
に
開
催
し
ま
し
ょ
う 

 

 

工
夫
す
る 

演
出 

タ
イ
ム 

ス

ケ

ジ

ュ
ー
ル 

  

パ

ー

テ

ィ

ー

の

内
容 

場
所 

日
時 

   



岩
佐 

哲
男 

井
出 

隆
安 

近
藤 

精
一 

惠 

小
百
合 

竹
内 

  

誠 

佐
野 

  

靖 

中
村   

哲 

高
浦 

勝
義 

澄
川  
喜
一 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
長 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
長 

東
京
都
教
育
庁
理
事 

江
戸
川
大
学
教
授 

江
戸
東
京
博
物
館
館
長 

東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
教
授 

兵
庫
教
育
大
学
教
授 

明
星
大
学
教
授 

島
根
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
長 

横
浜
市
芸
術
文
化
振
興
財
団
理
事
長

新
制
作
協
会
会
員
、
日
本
芸
術
院
会
員 

東
京
芸
術
大
学
名
誉
教
授 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

◆◆  

日
本
の
伝
統
・
文
化
理
解
教
育
推
進
会
議
委
員
名
簿   

平
井 

邦
明 

池
谷 

芳
彦 

儘
田 

文
雄 

伊
東 

 

哲 

宮
本 

久
也 

宮
川 

保
之 

岩
佐 

哲
男 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課
指
導
主
事 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課
指
導
主
事 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課
統
括
指
導
主
事 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
主
任
指
導
主
事 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
主
任
指
導
主
事 

東
京
都
教
育
庁
参
事
（
指
導
部
指
導
企
画
課
長
事
務
取
扱
） 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課
長 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
〜 

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

  

◆◆  

事  

務  

局  

名  

簿   

 

 

 

○
山
下 

泰
裕

○
米
長 
邦
雄

○
中
川 

俊
宏

 

 

○
大
山 

 

進

 

○
竹
内 

紋
子

平 
 

佳
史 

（
表
紙
・
レ
イ
ア
ウ
ト
）

杉
本 

昌
裕 

（
編
集
主
査
） 

杉
本 

和
寛 

佐
野 

  

靖 

 

青
柳 

路
子 

美
術
学
部
教
育
研
究
助
手 

美
術
学
部
非
常
勤
講
師 

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部 

人
文
学
科
助
教
授 

音
楽
学
部
助
教
授 

音
楽
学
部
教
授 

美
術
学
部
教
育
研
究
助
手 

 
東
海
大
学
体
育
学
部
教
授 

日
本
将
棋
連
盟
会
長 

国
立
文
楽
劇
場
事
業
推
進
課
長 

 

日
本
相
撲
協
会
相
撲
教
習
所
委
員 

彫
刻
家
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
特
別
研
究
助
手

山
下 

薫
子 

光
井 

 

渉 

三
田
村
有
純 

本
郷 

 

寛 

西
岡 

龍
彦 

成
清 

美
朝 

塚
原 

康
子 ○

日
本
将
棋
連
盟 

 
 

○
日
本
相
撲
協
会 

○
全
日
本
柔
道
連
盟 

 

○
日
本
棋
院 

○
折
形
デ
ザ
イ
ン
研
究
所 

○
江
戸
東
京
た
て
も
の
園 

○
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構(

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ) 

 

◆◆  

研
究
協
力
者
及
び
団
体
（
五
十
音
順
） 

音
楽
学
部
助
教
授 

美
術
学
部
助
教
授 

美
術
学
部
教
授 

美
術
学
部
教
授 

音
楽
学
部
教
授 

美
術
学
部
教
育
研
究
助
手 

音
楽
学
部
助
教
授 

 

東東
京京
都都
立立
学学
校校
設設
定定
教教
科科
・・
科科
目目  

 

「「
日日
本本
のの
伝伝
統統
・・
文文
化化
」」
教教
材材
集集  
 

 
 

東
京
都
教
育
委
員
会
印
刷
物
登
録 

平
成
十
八
年
度 

第
一
六
五
号 

 
 

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

 
 

発 

行 
 

東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課 

 
 

（
所
在
地 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
‐
八
‐
一 

電
話  

〇
三
‐
五
三
二
〇
‐
六
八
三
六
） 

 

 
 

研
究
委
託
先 

 

東
京
芸
術
大
学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆    

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
共
同
研
究
者
（
五
十
音
順
） 



 

 

表
紙 

 

歌
川
広
重
「
名
所
江
戸
百
景

猿
わ
か
町
よ
る
の
景
」 




