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中
型
国
語
辞
典
『
大
辞
林
』
の
第
四

版
と
な
る
改
訂
版
を
編
集
部
の
責
任
者

と
し
て
担
当
し
、
昨
年
九
月
に
十
三
年

ぶ
り
の
刊
行
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

「
中
型
国
語
辞
典
」
と
は
、
「
一
冊
も

の
の
大
型
国
語
辞
典
」
と
も
言
わ
れ
、

広
く
古
語
や
百
科
語
・
学
術
専
門
用
語

も
収
録
す
る
語
数
二
十
万
語
を
超
え
る

国
語
辞
典
で
あ
る
が
、
規
模
で
は
こ
れ

を
超
え
て
多
巻
本
の
も
の
が
あ
り
、
そ

れ
を
大
型
国
語
辞
典
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、

一
冊
の
も
の
は
中
型
と
分
類
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
一
冊
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
使
い
勝
手
の
良
さ
、
ま
た
お
お
よ
そ

十
年
程
度
で
改
訂
を
行
い
、
そ
の
時
々

の
言
葉
の
変
化
の
諸
相
を
き
ち
ん
と
と

ら
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の

日
常
生
活
の
要
に
最
も
広
く
こ
た
え
う

る
辞
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら

も
「
一
冊
も
の
の
大
型
国
語
辞
典
」
と

い
う
呼
称
は
あ
な
が
ち
言
い
過
ぎ
と
も

思
わ
れ
な
い
。

　

日
本
に
お
け
る
辞
書
の
歴
史
は
、
現

存
し
て
い
る
も
の
で
平
安
時
代
初
期
ま

で
遡
る
。
当
初
の
漢
字
の
字
典
か
ら
万

葉
仮
名
に
よ
る
和
訓
の
表
示
、
和
名
の

解
説
、
い
ろ
は
順
の
配
列
な
ど
の
創
意

工
夫
と
発
展
を
経
、
江
戸
期
に
は
節
用

集
が
盛
行
、
そ
し
て
明
治
に
入
っ
て『
言

海
』
が
現
在
の
国
語
辞
典
の
基
本
形
を

形
作
る
と
、
多
く
の
国
語
辞
典
が
後
に

続
き
、
改
良
を
重
ね
な
が
ら
現
代
に
至

る
。
一
九
五
五
年
に
戦
前
の
『
辞
苑
』

に
多
く
の
百
科
語
を
増
補
し
て
岩
波
書

店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
広
辞
苑
』
が
百

科
事
典
と
し
て
も
使
え
る
便
利
な
一
冊

も
の
の
大
型
国
語
辞
典
と
し
て
人
気
を

博
し
、
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
、
三

省
堂
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
べ
く
、
一
九

六
〇
年
に
新
た
な
中
型
国
語
辞
典
の
企

画
を
立
て
、
編
集
事
業
に
着
手
。
し
か

し
、
ま
っ
た
く
一
か
ら
築
き
上
げ
る
困

難
と
、
時
代
状
況
や
会
社
事
情
に
も
翻

弄
さ
れ
、
頓
挫
し
そ
う
に
な
る
局
面
を

経
な
が
ら
、
よ
う
や
く
『
大
辞
林
』
の

名
で
初
版
の
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は

企
画
か
ら
二
十
八
年
を
経
た
一
九
八
八

年
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
新
し
い
中
型
国

語
辞
典
と
し
て
世
の
評
価
を
得
て
版
を

重
ね
、
第
四
版
は
令
和
初
の
国
語
辞
典

と
な
っ
た
。

　

『
大
辞
林
』
の
新
し
さ
と
は
「
二
つ

の
現
代
の
視
点
」
と
い
う
編
集
方
針
に

あ
る
。
現
代
語
中
心
の
小
型
国
語
辞
典

に
対
し
、
規
模
の
大
き
い
中
型
国
語
辞

典
は
、
古
語
か
ら
現
代
語
ま
で
を
収
録

す
る
。
い
わ
ば
、
古
語
辞
典
と
国
語
辞

典
を
合
わ
せ
た
日
本
語
の
総
体
を
収
め

る
辞
書
と
も
言
え
る
。
そ
の
場
合
に
問

題
に
な
る
の
が
、
古
く
か
ら
続
く
言
葉

を
、
古
い
語
義
（
語
の
意
味
）
か
ら
時

代
を
下
っ
て
新
し
い
語
義
へ
と
記
述
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
語
義
か
ら

古
い
語
義
へ
と
記
述
す
る
の
か
、
で
あ

る
。
多
く
の
辞
書
は
古
い
方
か
ら
説
き

起
こ
す
の
で
あ
る
が
、
大
辞
林
は
ま
ず

現
代
の
語
義
か
ら
解
説
し
、
古
い
方
に

下
っ
て
行
く
。
た
と
え
ば
、
「
お
ど
ろ

く
」
は
、
「
①
思
い
が
け
な
い
こ
と
に

あ
っ
て
、
落
ち
着
き
を
失
う
」
か
ら
は

じ
ま
り
、
「
④
目
が
さ
め
る
」
が
最
後

に
来
る
。
④
の
語
義
の
後
に
は
源
氏
物

語
か
ら
の
用
例
が
続
き
、
平
安
時
代
の

語
義
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
た
だ
し
、

補
注
と
し
て
「
現
代
も
四
国
地
方
な
ど

山
本
　
康
一

言
葉
の
海
の
羅
針
盤

—
—

『
大
辞
林
第
四
版
』
編
集
を
終
え
て
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で
用
い
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
方
言
に
は

残
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
文
化
・
伝
統
の
礎
で
あ

る
過
去
の
語
義
を
も
し
っ
か
り
と
と
ら

え
な
が
ら
、
現
代
人
に
と
っ
て
自
然
に

理
解
で
き
る
現
在
の
語
義
か
ら
始
め
る

こ
と
が
「
現
代
の
視
点
」
と
い
う
一
つ

目
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
日
常
語

か
ら
学
術
専
門
用
語
ま
で
、
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
て
世
界
中
を
駆
け
巡
る
現
代
の

言
葉
の
大
き
な
広
が
り
を
と
ら
え
て
収

め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
拡
張
現
実
」

「
特
定
技
能
」
「
免
疫
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
」
等
、
社
会
の
変
動
や
科
学
技
術

の
進
展
に
と
も
な
い
次
々
に
言
葉
が
生

ま
れ
る
。
そ
の
中
に
は「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

「
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
「
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
」
な
ど
多
く
の
カ
タ
カ
ナ
語
や
、

近
年
は
特
に
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
「
Ｇ
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｉ
Ａ
」
「
Ｉ
ｏ
Ｔ
」
「
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
」

「
５
Ｇ
」
な
ど
の
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

数
字
交
じ
り
語
」
と
で
も
い
う
も
の
も

多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
薬
機
法
（
旧
、
薬
事
法
）」「
日

本
産
業
規
格
（
旧
、
日
本
工
業
規
格
）」

「
暗
号
資
産
（
旧
、
仮
想
通
貨
）
」
な

ど
名
称
の
変
更
も
あ
れ
ば
、
動
植
物
の

分
類
の
変
更
な
ど
も
あ
る
。
言
葉
は
わ

れ
わ
れ
の
社
会
・
世
界
そ
の
も
の
の
現

わ
れ
で
あ
り
、
国
語
辞
書
は
そ
の
現
わ

れ
の
姿
に
常
に
付
き
従
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
改
訂
に
お
い

て
も
、
こ
れ
ら
に
意
を
尽
く
し
た
。

　

現
在
、
し
か
し
、
辞
書
は
大
変
な
苦

境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
六
年

の
約
一
兆
一
千
億
円
か
ら
二
〇
一
八
年

の
六
九
〇
〇
億
円
へ
の
売
上
金
額
の
推

移
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
書
籍
出
版
全
体

が
長
期
的
な
不
況
・
縮
小
傾
向
に
あ
る
。

加
え
て
、
学
習
辞
書
の
市
場
は
少
子
化

に
よ
り
漸
減
す
る
中
、
さ
ら
に
電
子
辞

書
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
よ
っ
て

冊
子
辞
書
の
市
場
縮
小
も
進
む
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
、
情
報

の
流
通
形
態
自
体
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
大
き
い
。
今
や
言
葉
も
含
め

て
全
て
の
疑
問
は
、
ま
ず
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
検
索
に
掛
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ

と
自
体
は
利
便
性
の
高
ま
り
と
し
て
け

っ
こ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
し
、
ま
た
、

人
々
の
言
葉
に
対
す
る
要
請
に
こ
た
え

る
と
い
う
辞
書
の
形
態
は
書
籍
が
絶
対

の
も
の
で
も
な
く
、
今
後
は
電
子
媒
体

で
の
利
用
が
主
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
電
子
媒
体
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
中
身
は
冊
子
で

培
わ
れ
て
き
た
辞

書
で
あ
り
、
そ
の

冊
子
辞
書
は
急
減

し
て
い
る
。
そ
し

て
、
電
子
媒
体
で

の
収
益
は
そ
の
落

ち
込
み
分
を
補
う
に
は
ま
っ
た
く
足
り

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ
の
ま

ま
で
は
改
訂
の
原
資
さ
え
出
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　

作
家
の
多
和
田
葉
子
さ
ん
は
こ
う
言

う
。
「
何
を
す
る
の
に
も
わ
た
し
は
言

語
を
羅
針
盤
に
し
て
進
む
方
向
を
決
め

る
。
言
語
の
中
に
は
、
わ
た
し
個
人
の

脳
味
噌
の
中
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
知
恵

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。」（
『
言
葉
と
歩

く
日
記
』
岩
波
新
書
二
〇
一
三
年
）

　

言
葉
は
人
が
も
の
を
考
え
、
社
会
の

中
で
生
活
し
て
行
く
た
め
に
必
須
の
道

具
で
あ
る
。
人
が
生
き
て
い
く
限
り
言

葉
は
あ
り
続
け
る
が
、
よ
り
良
く
生
き

て
い
く
た
め
に
は
、
人
も
言
葉
に
つ
い

て
時
々
考
え
る
機
会
が
必
要
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
辞
書
は
、
人
が
言
葉
に
つ

い
て
意
識
し
考
え
る
た
め
の
絶
好
の
道

具
で
あ
り
、
ま
た
来
る
べ
き
未
来
に
残

す
、
こ
の
時
代
の
言
葉
の
記
録
で
も
あ

る
。
辞
書
受
難
の
時
代
で
は
あ
る
が
、

将
来
に
向
け
て
辞
書
の
あ
り
方
が
問
わ

れ
る
節
目
で
も
あ
る
。
こ
の
節
目
に
電

子
版
の
ア
プ
リ
も
付
属
す
る
と
い
う
形

態
で
『
大
辞
林
第
四
版
』
を
出
版
し
た

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
辞
書
へ
の
一
つ

の
提
言
で
も
あ
る
。

　

高
知
で
生
ま
れ
育
ち
、
言
葉
に
関
わ

る
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
辞
書
の
世
界
に
入
り
、
い
つ

の
ま
に
か
三
〇
年
近
く
経
つ
。
将
来
に

国
語
辞
書
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
た
め
に
、

こ
れ
か
ら
も
努
め
て
行
き
た
い
。

や
ま
も
と
　
こ
う
い
ち

一
九
六
六
年　

高
知
市
生
ま
れ

東
京
大
学
卒
業
後
、
出
版
社
の
三
省

堂
へ
入
社
。
現
在
、
辞
書
出
版
部
長
・

大
辞
林
編
集
部
編
集
長
。『
大
辞
林
』

第
二
版
の
編
集
に
始
ま
り
、『
三
省

堂
例
解
小
学
国
語
辞
典
』『
新
明
解

類
語
辞
典
』
な
ど
多
く
の
辞
事
典
の

編
集
に
携
わ
る
。
辞
典
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
な
ど
に
も
従
事
し
て
き
た
。
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『
時
代
に
飲
み
込
ま
れ
た
伝
統
産
業
・

伝
統
文
化
』

　

国
が
地
方
創
生
を
打
ち
出
し
た
頃
か

ら
、
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
伝
統

産
業
・
文
化（
以
下
、
表
記
を
「
伝
統
」

に
ま
と
め
る
）
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
に
よ
っ
て
日
本
人
の
も
の
づ
く

り
や
精
神
性
が
評
価
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
日
本
人
自
ら
が
足
元
に
あ
っ
た
伝

統
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
伝
統
が
廃
れ
た
の
に
は
理

由
が
あ
り
ま
す
。
単
純
な
こ
と
で
す
が

伝
統
に
関
わ
る
人
た
ち
が
減
っ
た
か
ら

で
す
。
減
っ
た
理
由
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

高
度
成
長
期
に
な
る
と
伝
統
は
「
古
臭

い
」
と
烙
印
を
押
さ
れ
、
非
効
率
・
非

経
済
的
な
モ
ノ
づ
く
り
と
し
て
排
除
さ

れ
、
い
く
ら
良
い
物
で
あ
っ
て
も
正
し

い
評
価
や
対
価
を
受
け
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
生
活
だ
け
で
な
く
作

り
手
の
誇
り
や
後
継
者
ま
で
も
奪
っ
て

い
き
ま
し
た
。

『
伝
統
に
目
を
向
け
た
き
っ
か
け
』

　

私
が
イ
草
産
業
に
目
を
向
け
た
の
は

平
成
二
十
六
年
。
当
時
私
は
厚
生
労
働

省
の
委
託
事
業
（
平
成
二
十
二
年
七
月

～
平
成
二
十
七
年
三
月
）
と
し
て
、
地

域
（
土
佐
市
）
の
小
さ
い
け
れ
ど
キ
ラ

リ
と
光
る
モ
ノ
コ
ト
ヒ
ト
に
光
を
当
て

た
商
品
開
発
や
観
光
メ
ニ
ュ
ー
を
作
る

事
業
の
事
務
局
長
を
し
て
い
た
。
五
十

年
ほ
ど
前
は
ほ
と
ん
ど
国
産
だ
っ
た
日

本
の
畳
は
今
、
中
国
産
が
九
割
を
占
め
、

か
つ
て
高
知
県
に
二
千
五
百
軒
以
上
い

た
イ
草
農
家
は
土
佐
市
の
三
軒
の
み
と

な
っ
て
い
た
。
イ
草
は
事
業
最
終
年
度

の
平
成
二
十
六
年
度
に
着
手
し
、
イ
草

を
束
ね
て
飾
る
イ
ン
テ
リ
ア
用
品
『
束

ね
』
と
観
光
メ
ニ
ュ
ー
『
イ
草
圃
場
見

学
』
を
作
っ
た
。

メ
モ
：
イ
草
と
畳
に
つ
い
て

　

イ
草
は
畳
の
素
材
。
畳
の
歴
史
は
千

年
以
上
に
も
な
り
、
日
本
の
高
温
多
湿

な
環
境
に
最
も
適
し
た
日
本
固
有
の
敷

物
。
イ
草
と
畳
に
は
調
湿
作
用
・
空
気

清
浄
作
用
・
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効
果

な
ど
と
て
も
優
れ
た
力
が
た
く
さ
ん
あ

り
日
本
人
の
身
体
や
心
に
良
い
影
響
を

も
た
ら
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
畳
が

あ
る
こ
と
で
茶
道
・
華
道
が
生
ま
れ
、

日
本
独
特
の
美
意
識
や
わ
び
さ
び
と
言

っ
た
情
感
も
育
み
ま
し
た
。
同
時
に
畳

の
暮
ら
し
は
日
本
人
の
長
生
き
で
勤
勉

家
、
我
慢
強
い
、
繊
細
、
礼
儀
正
し
い

な
ど
世
界
に
誇
れ
る
国
民
性
も
育
ん
で

き
た
の
で
す
。

合
田
　
裕
子

　

委
託
事
業
終
了
後
に
は
『
じ
ゃ
ぱ
か

る
』
を
立
ち
上
げ
、
引
き
続
き
イ
草
事

業
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
事
業
が

進
む
に
つ
れ
一
軒
の
農
家
・
野
村
和
仁

さ
ん
の
経
緯
や
背
景
を
深
く
知
る
こ
と

に
な
る
。
端
的
に
書
く
と
、
イ
草
に
は

品
種
が
あ
り
、
昔
な
が
ら
の
耐
久
性
が

あ
る
イ
草
（
品
種
名
：
オ
カ
サ
ン
）
を

商
品
と
し
て
栽
培
し
て
い
る
の
は
日
本

で
も
お
そ
ら
く
野
村
さ
ん
し
か
い
な
い

こ
と
。
オ
カ
サ
ン
の
栽
培
は
大
変
難
し

く
、
環
境
の
変
化
が
激
し
い
現
代
で
は
、

農
家
の
知
識
・
経
験
・
技
術
・
向
上
心

が
な
け
れ
ば
上
手
く
育
た
ず
、
商
品
の

ク
オ
リ
テ
ィ
を
保
て
な
い
こ
と
。
し
か

も
収
量
も
少
な
い
の
で
労
力
に
見
合
わ

な
い
こ
と
。
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
こ
と

を
教
わ
っ
た
。
後
に
裏
付
け
の
た
め
高

知
紙
業
セ
ン
タ
ー
で
日
本
の
他
の
品
種

や
中
国
産
と
丈
夫
さ
を
検
査
し
た
結
果
、

〈
オ
カ
サ
ン
は
別
格
で
あ
る
〉
と
の
お

墨
付
き
を
い
た
だ
い
た
。
そ
ん
な
素
晴

ら
し
い
イ
草
を
栽
培
す
る
野
村
さ
ん
が

嘆
か
れ
て
い
た
の
は
、
ど
ん
な
に
良
い

イ
草
を
栽
培
し
て
も
ち
ゃ
ん
と
評
価
を

さ
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
畳
業
界
の
基

準
は
丈
夫
さ
よ
り
も
見
た
目
の
緑
色
が

美
し
い
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
て
、
そ

の
た
め
の
品
種
改
良
が
積
極
的
に
行
わ

伝
統
だ
か
ら
残
す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

そ
こ
に
あ
る
意
味
を
残
す
。
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ご
う
だ
　
ゆ
う
こ

一
九
六
五
年　

愛
媛
県
四
国
中
央
市

生
ま
れ

一九
九
四
年
よ
り
高
知
県
土
佐
市
在
住

現
在
、じ
ゃ
ぱ
か
る
副
代
表
を
務
め
る
。

れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
と
て
も
単
純

で
、
消
費
者
に
分
か
り
や
す
い
し
売
り

や
す
い
か
ら
だ
。
た
だ
、
見
た
目
を
重

視
し
丈
夫
さ
を
失
っ
た
畳
は
わ
ず
か
数

年
で
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
も
の
が
多
い
の
も
実
情
だ
。
畳
は

毎
日
足
で
踏
ま
れ
る
も
の
で
決
し
て
丁

寧
に
扱
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
丈
夫
さ
が
大
事
な
の
だ
。

野
村
さ
ん
の
イ
草
は
と
て
も
丈
夫
で
、

丈
夫
と
い
う
こ
と
は
イ
草
メ
モ
で
述
べ

た
イ
草
の
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
し
て

く
れ
る
も
の
だ
。
私
な
ら
野
村
さ
ん
の

（
イ
草
の
）
畳
表
を
敷
き
た
い
と
思
う
。

ガ
サ
ツ
な
私
な
ど
イ
草
の
擦
り
切
れ
の

こ
と
な
ん
か
微
塵
も
心
配
せ
ず
畳
の
上

で
暮
ら
し
た
い
。

　

野
村
さ
ん
が
オ
カ
サ
ン
を
栽
培
す
る

理
由
は
初
代
（
お
父
さ
ん
）
の
「
時
代

の
ニ
ー
ズ
に
振
り
回
さ
れ
る
よ
う
な
畳

表
で
は
な
く
、
後
々
『
良
か
っ
た
』
と

言
っ
て
も
ら
え
る
イ
草
づ
く
り
に
打
ち

込
ん
で
い
き
た
い
。
頑
固
な
生
き
方
と

思
う
が
畳
を
敷
い
て
く
れ
る
お
客
さ
ん

を
裏
切
っ
て
い
け
な
い
、
お
客
さ
ん
の

お
金
の
価
値
が
生
き
る
よ
う
な
畳
表
を

届
け
た
い
」
と
の
思
い
か
ら
だ
。
野
村

さ
ん
も
「
オ
カ
サ
ン
は
親
父
の
信
念
だ

か
ら
栽
培
す
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
ま
た
、
事
業
を
進
め
る
う
ち
、
畳

業
界
は
産
地
偽
装
が
蔓は

び
こ延

っ
て
い
る
こ

と
も
知
っ
た
。
高
く
売
れ
る
な
ら
結
構

何
で
も
あ
り
だ
。
中
国
産
を
国
産
に
し

た
実
例
を
私
も
目
に
し
た
。
な
ん
て
あ

さ
ま
し
い
の
だ
ろ
う
。
野
村
さ
ん
の
優

れ
た
イ
草
は
中
国
産
や
偽
装
畳
の
価
格

競
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
本
来
の
価
値
が

伝
わ
ら
ず
に
い
る
。
業
界
の
実
態
を
知

り
、
お
父
さ
ん
の
考
え
や
生
き
方
に
触

れ
う
る
う
ち
、
「
こ
ん
な
真
っ
当
な
人

と
モ
ノ
づ
く
り
が
評
価
さ
れ
な
い
な
ん

て
や
り
き
れ
な
い
」
と
腹
が
立
っ
て
悲

し
く
な
っ
た
。
本
来
な
ら
敬
意
を
払
い

大
切
に
さ
れ
る
べ
き
仕
事
や
人
が
、
し

ん
ど
い
思
い
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
人
の
欲
望
や
思
惑
が
原
因
だ
。

そ
れ
が
社
会
を
澱よ

ど

ま
せ
る
。
歪
ま
せ
る
。

『
私
が
事
業
を
続
け
る
理
由
』

　

イ
草
も
そ
う
だ
が
伝
統
の
真
髄
は
、

使
う
人
を
思
い
、
暮
ら
し
を
思
っ
た
作

り
手
の
仕
事
観
や
人
生
観
が
形
に
な
っ

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
心
の
こ
も
っ

た
丁
寧
で
美
し
い
も
の
で
暮
ら
す
生
活

は
豊
か
な
情
緒
を
育
む
。
豊
か
な
情
緒

は
人
を
癒
し
、
人
を
育
て
、
社
会
を
調

和
に
導
く
。
そ
れ
は
数
字
で
測
っ
た
り

目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、

社
会
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

ま
た
、
物
事
に
向
き
合
い
、
気
づ
き
を

得
、
考
え
を
深
め
る
こ
と
は
「
私
」
の

内
面
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
。
人
格
を

形
成
し
て
い
く
上
で
根
幹
と
な
る
大
事

な
部
分
だ
。
伝
統
が
物
事
の
深
い
理
解

へ
誘い

ざ
なっ

て
く
れ
る
こ
と
を
、
私
自
身
、

身
を
も
っ
て
体
感
し
て
い
る
。
内
面
が

豊
か
な
人
達
で
形
成
さ
れ
る
社
会
は
き

っ
と
清
々
し
く
気
持
ち
よ
い
。
き
れ
い

ご
と
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
ま
ず

は
自
分
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
良
い
世

の
中
へ
繋
が
る
。
そ
れ
は
誰
に
で
も
で

き
る
し
、
今
か
ら
で
き
る
。
じ
ゃ
ぱ
か

る
は
そ
う
い
う
未
来
を
描
い
て
い
る
し
、

さ
さ
や
か
だ
け
ど
伝
統
を
通
し
た
私
の

活
動
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い

な
ぁ
、
と
思
っ
て
い
る
。
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考
古
学
は
、
む
か
し
の
ゴ
ミ
ば
か
り

拾
い
集
め
て
酔
狂
だ
と
か
、
な
に
か
珍

し
い
も
の
を
あ
れ
こ
れ
批
評
し
て
暢
気

だ
と
か
、
趣
味
的
な
営
み
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
人
文
科
学
を
構
成
す
る
立
派

な
学
問
で
あ
る
。
考
古
学
は
歴
史
学
で

あ
る
か
ら
過
去
の
人
間
の
営
み
に
つ
い

て
考
え
る
。
哲
学
や
心
理
学
や
文
学
な

ど
と
共
に
、
人
間
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
る
べ
く
日
々
努
力
を
重
ね
て
い
る
。

　

お
よ
そ
学
問
は
資
料
と
方
法
に
し
た

が
っ
て
独
自
の
分
野
を
構
成
す
る
。
考

古
学
は
「
物
」
を
資
料
と
す
る
こ
と
に

最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
多
く
の
人
び
と

は
物
か
ら
歴
史
が
分
か
る
こ
と
に
合
点

が
い
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
真
髄
に

到
る
に
は
幾
ら
か
時
間
を
か
け
た
学
び

が
必
要
な
の
で
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
他
と
は
異
な
る
考
古
学
の
意

義
深
い
特
徴
を
紹
介
す
る
。

　

特
徴
の
一
つ
に
は
、
地
中
か
ら
姿
を

現
し
た
土
器
や
石
器
な
ど
考
古
学
の
資

料
は
か
つ
て
の
人
び
と
が
実
際
に
つ
く

り
使
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
点
が
あ
る
。

そ
れ
ら
考
古
学
の
資
料
は
、
弥
生
時
代

な
ら
約
二
千
年
前
、
縄
文
時
代
な
ら
数

千
年
前
、
旧
石
器
時
代
な
ら
二
～
三
万

年
前
の
む
か
し
に
本
当
に
存
在
し
て
い

た
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
圧
倒
的
で
あ

る
。
竪
穴
住
居
跡
の
床
面
に
立
ち
、
先

人
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
そ
の
感

慨
は
深
い
。
ま
た
一
つ
の
特
徴
に
は
、

考
古
学
は
文
字
の
な
い
時
代
、
文
字
の

な
い
社
会
、
文
字
に
記
録
さ
れ
な
か
っ

た
出
来
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
点
が
あ
る
。
人
類
に
と
っ
て
重

要
な
「
は
じ
め
て
の
こ
と
」
は
ほ
と
ん

ど
が
文
字
の
登
場
以
前
に
起
こ
っ
て
い

る
。
人
類
の
誕
生
、
埋
葬
の
始
ま
り
、

定
住
生
活
の
始
ま
り
、
農
耕
の
始
ま
り
、

戦
争
の
始
ま
り
、
国
家
の
誕
生
な
ど
、

人
類
史
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
は
い
ず
れ

も
文
字
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ

ら
主
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
考
古
学
の

独
壇
場
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
に
記
録

さ
れ
た
出
来
事
は
社
会
全
般
・
生
活
全

般
に
比
べ
れ
ば
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
多
く
の
文
字
記
録
は
上
層
階
級

の
都
合
で
書
か
れ
て
お
り
、
多
く
の
人

び
と
の
暮
ら
し
に
は
眼
が
向
け
ら
れ
て

い
な
い
。
人
間
に
関
す
る
す
べ
て
の
物

を
あ
つ
か
う
考
古
学
は
カ
バ
ー
す
る
範

囲
が
広
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
文
献
史
学
（
一
般
的
な
歴

史
学
）
は
書
き
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
過

去
の
出
来
事
を
非
常
に
詳
し
く
復
元
す

る
。
そ
こ
で
は
名
前
の
分
か
る
個
人
の

行
動
が
よ
み
が
え
り
、
と
き
に
感
情
の

機
微
に
ま
で
理
解
が
及
ぶ
。
考
古
学
で

も
時
折
、
卑
弥
呼
や
継
体
天
皇
、
蘇
我

馬
子
と
い
っ
た
固
有
名
詞
が
現
れ
る
が
、

そ
れ
は
彼
ら
の
生
涯
か
ら
す
れ
ば
ほ
ん

の
断
片
で
あ
る
。
考
古
学
に
お
け
る
時

間
の
物
差
し
は
目
盛
り
が
大
き
く
、
大

抵
は
五
十
年
ほ
ど
の
刻
み
で
文
化
や
社

会
の
変
化
を
考
え
る
。
考
古
学
は
個
人

の
生
涯
を
つ
ぶ
さ
に
追
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
考
古
学
が
明
ら
か
に
す
る
時
代

の
変
化
は
、
人
一
人
か
ら
す
れ
ば
生
涯

に
一
度
か
二
度
起
こ
る
か
ど
う
か
の
出

来
事
な
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
人
間
の
暮
ら
し
に
は
ゆ
っ
く

り
と
時
間
を
か
け
て
し
か
変
わ
ら
な
い

も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
社
会
の
制
度
や

在
り
方
（
王
制
と
か
核
家
族
化
）
で
、

ま
た
一
つ
は
土
地
の
利
用
方
法
（
住
宅

地
や
耕
作
地
）
で
あ
る
。
表
現
を
換
え

地
域
の
歴
史
と
考
古
学

宮
里
　
　
修

朝倉古墳の発掘調査
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れ
ば
、
人
と
人
の
結
び
つ
き
、
人
と
自

然
の
結
び
つ
き
は
長
く
持
続
し
、
時
間

を
か
け
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
人
間
を
と
り
ま
く
社
会
環
境
と
も

い
う
べ
き
も
の
こ
そ
が
、
考
古
学
が
も

っ
と
も
得
意
と
し
熱
心
に
取
り
組
む
主

題
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
考
古
学
の
特
徴
は
、
地
域

の
歴
史
を
考
え
る
と
き
大
き
な
力
を
発

揮
す
る
。
人
間
は
文
化
的
背
景
や
社
会

的
背
景
に
し
た
が
っ
て
土
地
に
様
々
な

価
値
を
見
出
す
。
目
の
前
に
同
じ
低
湿

地
が
拡
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
縄
文

人
は
ど
ん
ぐ
り
の
保
管
に
丁
度
良
い
と

考
え
貯
蔵
穴
を
掘
り
、
弥
生
人
は
田
ん

ぼ
に
丁
度
良
い
と
考
え
畔
の
囲
み
を
つ

く
る
の
で
あ
る
。

　

身
近
な
例
で
み
る
と
、
私
が
勤
務
す

る
高
知
大
学
は
、
標
高
百
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
朝
倉
城
山
や
赤
鬼
山
を
西
に
背
負

っ
た
、
鏡
川
と
神
田
川
に
挟
ま
れ
た
平

野
に
位
置
し
て
い
る
。
朝
倉
城
山
や
赤

鬼
山
は
、
縄
文
時
代
に
は
木
の
実
や
シ

カ
・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
が
得
ら
れ
る
食
糧

資
源
を
生
む
場
と
さ
れ
、
弥
生
時
代
に

は
人
の
往
来
が
確
認
で
き
る
展
望
の
利

い
た
集
落
と
な
り
（
朝
倉
城
山
遺
跡
）
、

古
墳
時
代
に
は
先
祖
を
葬
る
横
穴
式
石

室
墳
が
つ
く
ら
れ
（
朝
倉
古
墳
）
、
古

代
に
は
朝
倉
神
社
の
神
奈
備
と
し
て
神

を
宿
し
（
赤
鬼
山
遺
跡
）
、
中
世
に
は

急
峻
な
地
形
を
活
か
し
た
防
御
要
塞
で

あ
る
山
城
と
な
り
（
朝
倉
城
跡
）
、
近

代
に
は
軍
事
目
的
の
展
望
台
が
置
か
れ

（
陸
軍
第
四
十
四
連
隊
）
、
現
代
の
我

々
に
と
っ
て
は
次
世
代
に
伝
え
る
べ
き

文
化
遺
産
が
残
る
山
と
な
っ
て
い
る
。

平
野
部
は
鏡
川
と
神
田
川
の
氾
濫
原
で
、

か
つ
て
は
川
筋
が
縦
横
に
走
り
所
々
に

中
州
や
浮
島
状
の
高
ま
り
が
あ
る
景
観

で
あ
っ
た
。
縄
文
時
代
に
は
人
々
の
立

ち
寄
っ
た
形
跡
が
あ
り
（
柳
田
遺
跡
）
、

弥
生
時
代
に
は
農
耕
民
の
暮
ら
し
の
場

と
な
り
（
鴨
部
遺
跡
）
、
古
墳
時
代
に

は
新
来
の
須
恵
器
を
用
い
た
水
辺
の
ま

つ
り
が
行
わ
れ
た
（
柳
田
遺
跡
）
。
ま

た
、
現
在
に
の
こ
る
地
名
（
土
居
、
古

市
、
船
戸
な
ど
）
に
よ
れ
ば
一
帯
に
は

戦
国
時
代
の
城
下
町
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
後
世
の
開
発
で

失
わ
れ
、
発
掘
調
査
で
も
確
認
で
き
な

い
。
遺
跡
の
消
滅
に
対
し
て
は
大
事
な

思
い
出
を
失
っ
た
よ
う
な
喪
失
感
を
お

ぼ
え
る
。

　

我
々
が
暮
ら
す
土
地
を
、
先
人
達
は

そ
れ
ぞ
れ
の
眼
差
し
を
持
っ
て
様
々
に

利
用
し
た
。
遺
跡
は
そ
う
し
た
こ
と
を

現
在
に
伝
え
て
く
れ
る
。
当
然
な
が
ら

か
つ
て
は
地
域
社
会
の
役
割
も
様
々
で

あ
っ
た
。
春
野
町
の
西
分
増
井
遺
跡
は

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の

集
落
遺
跡
で
あ
る
。
農
耕
社
会
の
成
長

と
人
口
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
各
地
に

集
落
が
拡
が
り
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ

た
時
代
で
あ
る
。
西
分
増
井
遺
跡
は
こ

う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
当
時
の
革
新
技

術
に
よ
る
鉄
器
の
製
作
を
一
手
に
担
っ

た
。
加
え
て
仁
淀
川
を
介
し
た
流
通
の

拠
点
と
も
な
り
、
河
内
・
吉
備
・
阿
波

を
は
じ
め
人
々
の
盛
ん
な
往
来
が
あ
っ

た
。
西
分
増
井
遺
跡
は
古
墳
時
代
の
開

始
を
前
後
す
る
時
期
の
土
佐
最
大
の
拠

点
集
落
で
あ
っ
た
。
西
分
増
井
遺
跡
の

往
事
の
隆
盛
は
、
も
し
ま
だ
見
ぬ
前
方

後
円
墳
が
高
知
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ

で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

遺
跡
に
は
積
み
重
な
っ
た
大
地
と
人

の
歴
史
が
あ
る
。
遺
跡
が
伝
え
て
く
れ

る
先
人
達
の
暮
ら
し
と
土
地
へ
の
眼
差

し
は
、
地
域
の
特
徴
や
魅
力
を
再
発
見

さ
せ
て
く
れ
る
。
新
し
い
過
去
の
発
見

は
未
来
へ
の
糧
と
な
る
の
で
あ
る
。

※
先
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
『
遺
跡
が
語
る

　

高
知
市
の
歩
み
─
高
知
市
史
考
古
編

　

─
』
（
二
〇
一
九
年
、
高
知
市
）
で

は
、
様
々
な
背
景
を
も
っ
た
人
び
と

が
、
現
在
の
高
知
市
域
を
ど
の
よ
う

な
世
界
と
考
え
暮
ら
し
た
の
か
を
時

代
を
追
っ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

み
や
ざ
と
　
お
さ
む

一
九
七
三
年　

愛
知
県
生
ま
れ

高
知
大
学
教
育
研
究
部
人
文
社
会
科
学

系
人
文
社
会
科
学
部
門
准
教
授

朝倉城跡の発掘調査
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年
が
明
け
、
ま
だ
寒
い
冬
の
時
期
。

新
聞
を
広
げ
入
選
者
欄
の
名
簿
を
指
で

な
ぞ
り
自
分
の
名
前
を
探
し
、
大
き
な

大
き
な
一
喜
一
憂
。
そ
し
て
仲
間
の
名

前
を
探
し
、
お
め
で
と
う
の
連
絡
を
す

る
。
そ
ん
な
こ
と
を
同
じ
時
期
に
繰
り

返
し
お
こ
な
っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
多

く
の
女
流
作
家
た
ち
も
、
同
じ
よ
う
に

春
の
訪
れ
を
女
流
展
で
感
じ
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

多
く
の
作
家
の
心
を
彩
り
、
胸
の
中

の
炎
を
燃
や
し
続
け
て
く
れ
た
女
流
展

（
高
知
県
女
流
美
術
展
覧
会
）
が
次
回

四
十
回
展
を
節
目
に
終
わ
り
を
迎
え
る
。

受
賞
、
入
選
、 

落
選
。
そ
れ
に
伴
う
、

喜
び
や
悲
し
み
、
悔
し
さ
、
自
信
、
闘

志
。
様
々
な
気
持
ち
を
引
き
出
し
て
く

れ
た
場
所
。
自
分
を
温
め
、
時
に
厳
し

く
突
き
放
し
育
ん
で
き
て
く
れ
た
家
が

失
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
。
寂
し
く
て

た
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
や
は
り
思
う
こ

と
は
今
ま
で
の
感
謝
の
気
持
ち
。
閉
幕

を
前
に
女
流
展
を
愛
し
て
い
る
作
家
た

ち
が
集
い
『
さ
よ
な
ら
女
流
展
』
と
題

し
て
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
展
を
開
催
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
皆
で
最
後
の
花
を
咲
か

せ
る
予
定
だ
。

　

今
回
作
家
と
し
て
も
女
流
展
参
加
者

と
し
て
も
ま
だ
ま
だ
若
輩
者
で
歴
史
の

浅
い
私
が
、
恐
れ
多
く
も
今
回
女
流
展

に
つ
い
て
思
い
を
綴
ら
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
。
何
を
書
こ
う
と
思
う

と
同
時
に
、
溢
れ
る
気
持
ち
を
整
理
す

る
こ
と
に
難
航
し
た
。
私
も
女
流
展
で

希
望
を
も
ら
い
救
わ
れ
た
ひ
と
り
だ
か

ら
だ
。
自
分
が
社
会
人
に
な
っ
て
も
な

お
制
作
を
続
け
て
い
る
今
が
あ
る
の
は

間
違
い
な
く
女
流
展
の
お
か
げ
だ
と
言

い
き
れ
る
。
女
流
展
に
関
わ
り
希
望
を

も
ら
っ
た
話
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
思
い

出
話
も
交
え
書
か
せ
て
頂
き
た
い
。

【
女
流
展
と
の
出
会
い
】

　

女
流
展
に
初
入
選
し
た
の
は
、
私
が

大
学
生
の
時
で
と
て
も
落
ち
込
ん
で
い

た
時
だ
っ
た
。
美
術
を
学
べ
る
学
科
で

熱
望
し
て
い
た
油
絵
専
攻
に
落
ち
て
し

ま
い
憧
れ
て
い
た
油
彩
画
を
専
門
的
に

学
ぶ
こ
と
が
大
学
内
で
は
で
き
な
く
な

っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
自
分
の
力
量
が

足
り
な
か
っ
た
現
実
に
心
が
折
れ
、
絵

に
対
す
る
自
信
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
時
期
だ
っ
た
。

　

学
校
だ
け
が
絵
の
世
界
だ
っ
た
時
期
。

そ
の
中
で
の
結
果
は
深
く
重
く
突
き
刺

さ
り
、
全
て
を
否
定
さ
れ
た
か
の
よ
う

な
苦
し
さ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な

っ
て
い
た
。
〝
絵
、
や
め
よ
う
か
…
〟

物
心
つ
く
頃
か
ら
毎
日
描
い
て
、
描
く

こ
と
が
大
好
き
で
自
分
の
生
活
か
ら
切

り
離
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
に
自
分
を

責
め
る
あ
ま
り
気
が
付
け
ば
そ
ん
な
こ

と
を
本
気
で
考
え
て
い
た
。
大
学
で
の

選
考
は
工
芸
に
な
る
の
で
筆
は
握
ら
ず

に
残
り
二
年
間
を
励
む
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
絵
に
対
し
て
か
が
り
火
の
よ
う

な
消
せ
な
い
気
持
ち
が
胸
の
中
で
ゆ
ら

ゆ
ら
灯
り
続
け
て
い
た
の
が
分
か
っ
た
。

　

情
熱
だ
け
が
支
配
し
た
ま
ま
家
で
何

日
も
何
日
も
描
き
続
け
、
絵
が
完
成
し

て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
時
期
は
女
流
展
。

画
材
屋
で
目
に
し
た
応
募
用
紙
を
前
に

と
て
も
悩
ん
だ
。
も
し
落
ち
た
ら
、
胸

に
刺
さ
っ
た
釘
が
も
っ
と
深
く
刺
さ
る

こ
と
に
な
る
。
恐
怖
が
幾
度
も
よ
ぎ
っ

て
い
た
。
そ
し
て
入
選
発
表
の
日
。
自

分
の
名
前
を
見
つ
け
、
ち
ぎ
れ
る
ほ
ど

新
聞
を
握
り
し
め
飛
び
上
が
っ
て
喜
ん

だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
女
流
展
初
入

選
だ
っ
た
。
誰
か
が
少
し
で
も
い
い
と

思
っ
て
選
ん
で
く
れ
た
こ
と
が
本
当
に

嬉
し
か
っ
た
。
飾
ら
れ
た
絵
を
見
に
行

っ
た
あ
と
、
美
術
館
の
駐
車
場
で
ひ
と

り
号
泣
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。〝
私

描
い
て
い
い
ん
だ
〟
と
思
え
、
温
か
い

太
陽
が
私
に
差
し
、
胸
の
氷
が
解
け
て

い
っ
た
。
こ
の
経
験
が
な
け
れ
ば
今
絵

を
続
け
て
い
る
私
は
い
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

も
う
今
で
は
笑
い
話
に
な
っ
た
こ
の

話
を
別
の
作
家
に
話
し
た
と
き
、
〝
私

も
女
流
展
で
立
ち
直
れ
た
〟
と
い
う
話

を
聞
け
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
別
の
作

家
か
ら
〝
私
も
初
め
て
入
選
し
た
公
募

展
だ
か
ら
特
別
思
い
出
深
い
〟
と
い
う

お
話
も
。
女
性
で
制
作
を
さ
れ
る
方
の

中
で
女
流
展
で
の
思
い
出
が
あ
る
人
も

多
い
だ
ろ
う
。
さ
よ
な
ら
女
流
展
で
の

会
合
の
際
も
、
諸
先
輩
方
か
ら
数
々
の

思
い
出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ

さ
よ
な
ら
女
流
展

山
㟢
　
晴
奈
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の
中
で
私
と
同
じ
よ
う
に
女
流
展
で
自

信
や
希
望
を
も
ら
え
た
人
が
い
る
こ
と

を
知
り
嬉
し
か
っ
た
。

【
広
が
っ
た
世
界
】

　

女
流
展
初
入
選
で
自
信
を
取
り
戻
せ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
私
は
そ
れ
ま

で
挑
戦
し
な
か
っ
た
大
学
外
の
公
募
展

に
出
展
し
は
じ
め
た
。
高
知
市
展
、
県

展
、
中
央
の
公
募
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
見
つ
け
た
県
外
の
公
募
展
。
受
か
っ

た
り
落
ち
た
り
を
繰
り
返
し
、
た
と
え

結
果
に
よ
っ
て
落
ち
込
ん
で
も
、
女
流

展
で
自
信
が
回
復
で
き
た
あ
の
経
験
か

ら
〝
描
い
て
前
に
進
め
ば
道
の
先
に
ま

た
太
陽
が
や
っ
て
く
る
〟
と
心
か
ら
思

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
立
ち
直
る
と
き

は
一
気
に
急
上
昇
で
き
る
回
復
力
が
身

に
つ
き
、
私
を
以
前
よ
り
も
タ
フ
に
し

て
く
れ
た
。
お
か
げ
で
、
私
は
そ
れ
か

ら
多
く
の
制
作
の
機
会
に
挑
戦
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

絵
画
は
主
に
自
宅
で
の
制
作
と
な
り

ひ
と
り
だ
っ
た
が
、
出
展
す
る
た
び
に

繋
が
り
が
増
え
、
お
か
げ
で
沢
山
の
作

家
さ
ん
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

高
知
に
魅
力
的
で
力
強
い
作
家
さ
ん
が

多
く
い
て
、
皆
自
分
の
置
か
れ
て
い
る

環
境
の
中
で
逞
し
く
制
作
と
向
き
合
っ

て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
に
同
じ
女
性
で
制
作
を
し
て
い
る
方

と
の
繋
が
り
は
あ
り
が
た
く
、
そ
の
存

在
に
励
ま
さ
れ
続
け
て
い
る
。
自
分
の

世
界
で
描
く
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
が
沢

山
の
作
家
さ
ん
と
触
れ
合
え
、
世
界
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
財

産
と
な
っ
た
。

　

数
年
前
、
女

流
展
で
青
潮
賞

並
び
に
高
知
県

美
術
振
興
会
奨

励
賞
に
選
ん
で

い
た
だ
き
謝
辞

を
読
む
大
役
を

任
さ
れ
た
際
、

自
分
が
女
流
展

に
ず
っ
と
感
謝

し
て
い
る
こ
と

を
伝
え
た
。
そ

し
て
「
女
性
が
痛
み
を
伴
っ
て
新
し
い

命
を
産
み
だ
せ
る
よ
う
に
、
日
常
で
の

悲
し
み
や
辛
さ
も
含
め
女
性
に
し
か
表

現
で
き
な
い
作
品
を
作
れ
る
の
だ
と
し

た
ら
、
こ
れ
か
ら
味
わ
う
悲
し
み
や
困

難
も
意
味
が
あ
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ

な
い
と
思
え
る
。
繊
細
で
豪
快
な
女
性

だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
る
世
界
を
こ
れ

か
ら
も
描
い
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。
女
流
展
を
き
っ
か
け

に
心
か
ら
思
え
た
素
直
な
気
持
ち
だ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
思
い
は
今
も
変
わ
ら

な
い
。

【
女
流
展
が
つ
な
い
で
い
く
未
来
】

　

女
性
は
か
つ
て
立
場
の
弱
い
存
在
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
中
、

女
性
が
挑
戦
で
き
る
場
と
し
て
生
ま
れ

た
女
流
展
は
多
く
の
女
性
た
ち
に
自
信

と
課
題
を
持
た
せ
、
沢
山
の
作
家
を
強

く
し
て
き
た
。
〝
も
う
（
性
差
で
分
け

る
よ
う
な
）
そ
ん
な
時
代
で
は
な
く
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
〟。
以
前
、『
さ

よ
な
ら
女
流
展
』
の
会
合
で
集
ま
っ
た

時
、
大
先
輩
の
女
流
作
家
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
言
葉
で
私
が
も
っ
と
も
印
象

的
だ
っ
た
言
葉
だ
。
四
十
年
間
愛
さ
れ

た
こ
の
場
所
は
本
来
の
深
い
役
割
を
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
最
後
に
あ

り
が
と
う
の
気
持
ち
を
込
め
て
開
催
さ

れ
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
展
で
は
女
流
展
を

愛
す
る
多
く
の
作
家
が
参
加
す
る
。

　

そ
し
て
最
後
の
力
を
ぶ
つ
け
る
最
後

の
女
流
展
に
は
間
違
い
な
く
力
作
が
集

ま
る
だ
ろ
う
。

　

女
流
展
の
最
後
の
輝
き
を
多
く
の
人

に
見
て
ほ
し
い
。
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
の
熱
く
美
し
い
気
持
ち
だ
け
は
絶
や

し
て
は
い
け
な
い
。
自
分
の
舞
台
で
輝

く
女
性
の
美
し
さ
逞
し
さ
を
証
明
し
て

き
た
こ
の
歴
史
を
次
の
時
代
に
皆
で
紡

い
で
い
き
た
い
。

※
高
知
県
女
流
展

　

高
知
県
女
流
美
術
展
覧
会
。

高
知
県
在
住
又
は
出
身
の
女
性
が
出

品
で
き
る
公
募
展
。

青
潮
賞
は
、
各
部
門
に
お
い
て
特
に

優
れ
た
作
品
に
贈
ら
れ
る
賞
で
、
高

知
県
美
術
振
興
会
奨
励
賞
は
、
青
潮

賞
の
初
受
賞
者
を
対
象
に
高
知
県
美

術
振
興
会
か
ら
贈
ら
れ
る
。

や
ま
さ
き
　
は
る
な

一
九
八
五
年　

高
知
県
土
佐
市
生
ま
れ

高
知
大
学
教
育
学
部
芸
術
文
化
コ
ー
ス

卒
業
。
在
学
中
は
金
属
工
芸
を
専
攻
。

卒
業
後
も
、
仕
事
を
し
な
が
ら
制
作
活

動
を
続
け
る
。
個
展
は
過
去
五
回
開
催
。
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今
年
も
十
一
月
二
日
（
土
）
・
三
日

（
日
）
の
二
日
間
、
ま
ん
さ
い
―
こ
う

ち
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
以
下
、

ま
ん
さ
い
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ん
さ
い
は
〝
ま
ん
が
に
よ
る
町
の

振
興
〟
を
標
榜
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
高

知
市
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
現
在
で
は
我
々

市
民
有
志
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
、
事
務

局
で
あ
る
横
山
隆
一
記
念
ま
ん
が
館
が

中
心
と
な
っ
て
企
画
・
運
営
し
て
い
ま

す
。

　

十
七
回
目
と
な
っ
た
今
回
も
多
彩
な

ゲ
ス
ト
を
お
迎
え
し
、
お
陰
様
で
大
盛

況
で
し
た
。
特
に
開
催
前
か
ら
反
響
の

大
き
か
っ
た
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
で
は
、

今
年
新
た
に
ま
ん
さ
い
親
善
大
使
の
任

命
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
場
で
就
任
さ
れ

た
小
野
大
輔
さ
ん
を
は
じ
め
、
大
人
気

声
優
の
方
々
が
、
様
々
な
ス
テ
ー
ジ
に

乱
入
さ
れ
、
来
場
者
に
も
大
変
喜
ん
で

い
た
だ
け
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
乱
入
に
つ
い
て
は
、

常
連（
？
）の
来
場
者
か
ら
す
る
と「
恒

例
」
と
す
ら
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、

後
日
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と

「
や
っ
ぱ
り
」
「
期
待
通
り
」
と
い
っ

た
言
葉
を
見
か
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
演
出
は
、
す
べ
て
ま
ん
さ

い
と
高
知
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
た
ゲ

ス
ト
の
方
々
、
そ
し
て
そ
の
関
係
者
の

ご
厚
意
に
よ
る
も
の
で
、
そ
し
て
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
当
日
、
そ
の
場
で
決
ま
り

ま
す
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
、
ま
ん
さ

い
ス
テ
ー
ジ
班
の
ス
タ
ッ
フ
（
も
ち
ろ

ん
全
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
に
は
本
当
に

頭
が
下
が
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
以
上

に
、
少
し
で
も
ま
ん
さ
い
を
盛
り
上
げ

よ
う
、
来
場
者
の
方
々
を
喜
ば
せ
よ
う

！ 

と
し
て
く
だ
さ
る
ゲ
ス
ト
の
方
々
に

も
、
心
か
ら
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ

い
で
す
。

　

ま
ん
さ
い
は
先
述
の
通
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
企
画
や
運
営
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
、
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
、
高
知
へ

の
愛
や
情
熱
。
さ
ら
に
来
場
者
や
、
ゲ

ス
ト
の
方
々
に
、
ま
ん
さ
い
や
高
知
を

少
し
で
も
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
、
好

き
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
想
い
。

そ
の
「
気
持
ち
」
の
部
分
が
ゲ
ス
ト
の

方
々
に
も
届
く
か
ら
こ
そ
、
皆
さ
ん
ひ

と
肌
脱
い
で
や
ろ
う
、
と
い
う
気
持
ち

に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
ゲ
ス
ト
の
方
々
に

限
り
ま
せ
ん
。
と
あ
る
大
手
出
版
社
の

方
々
か
ら
も
「
今
年
も
ま
ん
さ
い
を
手

伝
い
た
い
。
こ
ち
ら
の
経
費
で
行
く
か

ら
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
連
絡
を
い
た
だ
き
、
地
元
ま
ん

が
家
の
方
々
と
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ん
さ
い
に
関
わ
っ
て
き
た
皆
さ
ん

が
十
七
年
間
ず
っ
と
育
ん
で
き
た
「
ま

ん
さ
い
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
や
、
各
所
と
の
「
絆
」
が
、
こ

う
い
っ
た
形
で
実
を
結
ん
で
い
ま
す
。

毎
年
思
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今

年
は
特
に
そ
れ
を
実
感
し
た
気
が
し
ま

す
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
ス
ピ
リ
ッ

ト
と
絆
を
守
っ
て
い
く
こ
と
の
大
事
さ
、

責
任
も
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

毎
年
毎
年
音
を
上
げ
そ
う
な
位
し
ん

ど
い
で
す
が
、
様
々
な
形
で
応
援
し
て

く
だ
さ
る
皆
さ
ん
の
ご
厚
意
に
報
い
る

た
め
に
も
、
一
年
一
年
、
大
事
に
積
み

重
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

応
援
し
て
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
！

よ
し
む
ら
　
こ
う
じ

一
九
八
二
年　

高
知
市
生
ま
れ
、
高
知

市
在
住
。

こ
う
ち
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行

委
員
長

ま
ん
さ
い
―
こ
う
ち
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

十
七
年
目
を
迎
え
て

吉
村
　
光
司
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周
波
数
を
合
わ
せ
ば
、
い
ろ
ん
な
人

と
出
会
い
繋
が
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア

ン
テ
ナ
を
高
く
た
て
沢
山
の
人
と
繋
が

ろ
う
。

　

文
化
高
知
「
ア
ン
テ
ナ
」
と
い
う
コ

ー
ナ
ー
を
受
け
持
っ
て
か
ら
今
回
で
十

六
回
目
、
二
カ
月
に
一
回
の
発
刊
な
の

で
早
い
も
の
で
二
年
半
の
付
き
合
い
に

な
る
。
「
ア
ン
テ
ナ
」
は
僕
が
出
会
っ

た
人
の
事
を
書
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

が
、
今
こ
う
し
て
、
こ
の
文
章
を
書
け

る
の
も
、
い
ろ
ん
な
人
と
の
出
会
い
が

あ
る
の
も
、
す
べ
て
母
が
僕
を
生
ん
で

く
れ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
令
和
元
年
八

月
一
日
、
元
気
だ
っ
た
母
が
急
に
天
国

に
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

今
回
は
母
の
事
を
書
か
せ
て
も
ら
い

ま
す
。

　

母
は
い
の
町
で
生
ま
れ
、
大
阪
で
小

さ
い
頃
を
過
ご
し
、
戦
争
の
た
め
い
の

町
に
疎
開
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
家
は

そ
こ
そ
こ
の
お
金
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、

祖
父
が
騙
ま
さ
れ
お
金
は
無
く
な
り
、

い
っ
き
に
貧
乏
に
な
り
、
高
校
で
は
売

店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
や
り
学
費
の
足
し

に
し
て
い
た
と
聞
い
た
。

　

高
校
を
卒
業
し
た
母
は
大
阪
で
就
職

し
父
と
知
り
合
い
結
婚
。
父
は
佐
賀
県

の
人
で
あ
っ
た
が
、
母
の
出
身
地
で
あ

る
高
知
で
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

僕
が
物
心
つ
い
た
頃
の
母
は
、
ア
グ
レ

ッ
シ
ブ
で
い
ろ
ん
な
事
を
や
っ
て
い
た
。

　

日
本
舞
踊
に
詩
吟
、
剣
舞
、
フ
ラ
ダ

ン
ス
、
絵
手
紙
、
僕
が
小
学
生
の
頃
は

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
な
ど
、
パ
ソ
コ
ン
を
始
め

れ
ば
朝
か
ら
晩
ま
で
パ
ソ
コ
ン
と
に
ら

め
っ
こ
、
や
が
て
初
心
者
に
教
室
で
教

え
る
程
に
。
囲
碁
を
始
め
た
時
も
本
を

熟
読
し
、
大
会
に
も
出
場
、
よ
く
表
彰

状
を
貰
っ
て
帰
っ
て
き
て
い
た
。
本
当

に
何
に
で
も
興
味
が
あ
り
、
何
か
を
始

め
れ
ば
、
と
こ
と
ん
納
得
い
く
ま
で
チ

ャ
レ
ン
ジ
を
す
る
人
で
あ
っ
た
。

　

僕
が
テ
レ
ビ
高
知
の
じ
ゃ
ら
ん
じ
ゃ

ら
ん
モ
ー
ニ
ン
グ
で「
下
尾

−

仁
の
流
」

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ

た
時
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
母
に
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
と
提
案
、

す
る
と
母
は
二
つ
返
事
で「
や
る
や
る
」。

母
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で

番
組
を
見
た
人
か
ら
よ
く
、
あ
の
ナ
レ

ー
シ
ョ
ン
は
誰
？
と
聞
か
れ
た
。
僕
が

母
で
す
と
答
え
る
と
、
え
ー
凄
い
と
褒

め
ら
れ
る
事
は
一
回
や
二
回
で
は
な
か

っ
た
。
本
当
に
何
を
や
っ
て
も
器
用
に

こ
な
す
母
に
は
、
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら

れ
た
。

　

そ
ん
な
元
気
だ
っ
た
母
が
急
に
亡
く

な
る
な
ん
て
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。

　

母
が
亡
く
な
っ
た
日
、
僕
は
い
つ
も

と
変
わ
ら
ず
店
の
営
業
を
し
て
い
た
。

お
昼
の
忙
し
い
時
に
店
の
ブ
レ
ー
カ
ー

が
落
ち
電
気
が
切
れ
た
。
ブ
レ
ー
カ
ー

は
母
の
部
屋
の
隣
に
あ
る
。
ブ
レ
ー
カ

ー
を
上
げ
、
店
に
戻
り
仕
事
の
続
き
を

し
て
い
る
と
、
ま
た
も
ブ
レ
ー
カ
ー
が

落
ち
た
。
滅
多
に
落
ち
な
い
ブ
レ
ー
カ

ー
が
二
度
も
続
け
て
落
ち
た
。

　

そ
の
日
の
夕
方
、
い
つ
も
い
る
場
所

に
母
の
姿
が
無
か
っ
た
の
で
、
母
の
部

屋
を
覗
く
と
部
屋
の
奥
で
母
が
倒
れ
て

い
た
。
救
急
隊
員
も
来
て
く
れ
た
が
、

手
遅
れ
で
あ
っ
た
。
後
で
亡
く
な
っ
た

時
間
帯
を
聞
く
と
、
丁
度
ブ
レ
ー
カ
ー

が
落
ち
た
ぐ
ら
い
の
時
間
で
あ
っ
た
。

母
は
僕
を
呼
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
気
付
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

お
母
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い
。

　

お
葬
式
も
終
え
、
母
の
部
屋
を
整
理

し
て
い
る
と
、
僕
が
連
載
し
て
か
ら
の

文
化
高
知
が
全
部
ま
と
め
て
置
い
て
あ

っ
た
。
僕
に
は
読
ん
で
る
よ
と
か
一
言

も
言
わ
な
か
っ
た
が
、
母
は
読
ん
で
く

れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
時
、
僕
は
母
の

愛
を
感
じ
、
も
う
枯
れ
た
か
と
思
っ
て

い
た
涙
が
溢
れ
出
た
。

　

お
母
さ
ん
、
今
ま
で
ほ
ん
と
う
に
あ

り
が
と
う
。
こ
れ
か
ら
も
、
出
来
の
悪

い
息
子
で
す
が
、
天
国
か
ら
見
守
っ
て

下
さ
い
。

し
も
お
　
ひ
と
し

一
九
六
九
年
生
ま
れ

岡
豊
高
校
一
期
生
。
二
十
五
歳
ぐ
ら
い

に
演
劇
に
目
覚
め
、
日
夜
面
白
い
事
は

な
い
か
と
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
る
。

下
尾
　
　
仁

「
ア
ン
テ
ナ
」

尊
敬
す
る
母
へ
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会
場
は
、
大
ホ
ー
ル
。
そ
こ
に
キ
ャ
ン
プ
場
を

作
っ
て
、
音
楽
フ
ェ
ス
を
開
催
す
る
! ? 

客
席
を
の

け
る
の
？ 

ロ
ビ
ー
で
や
る
の
？ 

な
ん
て
質
問
を
多

く
の
人
か
ら
受
け
ま
し
た
。

　

実
態
は
、
こ
う
で
す
。
普
段
は
で
き
な
い
、
水

を
使
っ
た
演
出
や
飲
み
物
販
売
を
可
能
に
す
る
た

め
、
ま
ず
、
大
ホ
ー
ル
の
舞
台
上
ほ
ぼ
全
面
に
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
を
敷
き
ま
し
た
。
そ
の
上
に
、
人
工

芝
と
緑
の
パ
ン
チ
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
敷
き
詰
め
、
来

場
者
が
寝
転
が
れ
る
よ
う
な
空
間
を
作
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
上
に
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
テ
ン
ト
や
寝

袋
、
キ
ャ
ン
プ
用
椅
子
、
ス
テ
ー
ジ
等
を
配
置
し
、

音
楽
フ
ェ
ス
の
会
場
を
造
設
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

周
囲
に
余
計
な
も
の
が
目
に
入
ら
な
い
よ
う
、
黒

い
幕
で
三
方
を
囲
み
、
残
り
の
一
方
に
は
、
キ
ャ

ン
プ
場
の
映
像
を
映
し
出
し
、
よ
り
臨
場
感
が
出

る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

　

ホ
ー
ル
の
入
口
は
、
風
船
や
紙
ふ
ぶ
き
等
で
装

飾
し
、
暗
く
な
る
通
路
に
は
、
光
の
道
を
作
り
、

来
場
者
が
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
経
路
を
意
識

し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
初
め
て
の
〝
か
る
ぽ

ー
と
キ
ャ
ン
プ
場
〟
は
、
音
楽
フ
ェ
ス
を
楽
し
み

に
し
た
、
多
く
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
に
ご
来
場
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

出
演
団
体
の

多
種
多
様
な
音

楽
、
雷
雨
や
ス

カ
イ
ダ
ン
サ
ー

（
大
き
く
膨
ら

む
人
形
）
等
の

演
出
に
、
驚
き

や
歓
声
を
上
げ

る
場
面
も
あ
り
、

子
ど
も
達
は
、

終
始
に
ぎ
や
か

で
、
あ
ら
か
じ

め
準
備
し
て
い
た
珍
し
い
ド
リ
ン
ク
は
全
て
売
り

切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
公
演
は
、
神
奈
川
芸
術
劇
場
（
Ｋ
Ａ
Ａ

Ｔ
）
の
協
力
を
得
て
、
実
現
し
ま
し
た
。

　

例
え
る
と
、
Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
か
ら
い
た
だ
い
た
レ
シ

ピ
と
ピ
ザ
の
生
地
に
、
高
知
の
ソ
ー
ス
を
か
け
、

地
元
の
特
産
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
、
高
知
の
窯
で
焼

き
あ
げ
た
本
公
演
。

　

初
め
て
作
っ
た
ピ
ザ
に
は
、
い
く
つ
か
の
課
題

が
あ
っ
た
も
の
の
、
高
知
オ
リ
ジ
ナ
ル
ピ
ザ
と
し

て
多
く
の
人
に
喜
ん
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
こ

と
に
、
ほ
っ
と
胸
を
な
で
お
ろ
し
ま
し
た
。

〈
入
場
者
数　

四
回
公
演　

計
三
百
二
十
名
〉

キ
ッ
ズ 

オ
ー
タ
ム 

パ
ー
テ
ィ
ー 

ｉ
ｎ

か
る
ぽ
ー
と
キ
ャ
ン
プ
場　
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市
民
講
座
は
、
市
民
の
生
活
文
化
の
向
上
、

ま
た
社
会
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
た
公
民
館

活
動
の
中
心
と
な
る
講
座
の
一
つ
と
し
て
、
そ

の
時
々
の
時
宜
に
合
っ
た
テ
ー
マ
で
年
二
回
開

講
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
秋
冬
の
市
民
講
座
は
、
古
典
教
材
と

し
て
定
番
の
徒
然
草
が
、
近
来
の
研
究
で
解
釈

の
仕
方
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ

『
「
徒
然
草
」
ひ
ろ
い
読
み
』
、
運
動
の
秋
に

楽
し
く
身
体
を
動
か
す
こ
と
を
目
標
に
体
幹
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
『
体
幹
を
鍛
え
て
楽
し

く
ダ
イ
エ
ッ
ト
！
エ
ア
ロ
ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
脂

肪
燃
焼
‼
』
、
他
に
も
『
永
く
楽
し
め
る
レ
カ

ン
（
麗
乾
）
フ
ラ
ワ
ー
生
活 

～
入
門
編
～
』
、

『
ひ
ょ
う
た
ん
ラ
ン
プ
作
り
～
お
う
ち
に
飾
り

た
く
な
る
世
界
に
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ラ
ン
プ

～
』、『
み
ん
な
で
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
～
あ
な
た

の
心
に
残
る
一
冊
を
教
え
て
く
だ
さ
い
～
』
と

い
う
五
つ
の
講
座
の
組
み
合
わ
せ
で
開
講
し
、

今
ま
で
高
知
市
立
中
央
公
民
館
に
足
を
運
ん
だ

こ
と
の
な
い
方
に
も
多
く
参
加
し
て
い
た
だ
い

た
。

　

な
か
で
も
、
『
み
ん
な
で
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル

～
あ
な
た
の
心
に
残
る
一
冊
を
教
え
て
く
だ
さ

い
～
』
は
、
平
日
の
夜
に
も
関
わ
ら
ず
高
知
の

本
好
き
な
男
女
が
公
民
館
に
集
ま
り
ま
し
た
。

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
は
、
持
ち
寄
っ
た
本
を

好
き
な
角
度
か
ら
好
き
な
よ
う
に
語
り
、
皆
に

読
ん
で
み
た
い
と
思
わ
せ
る
〝
本
〟
を
決
め
る

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
詳
し
く
は
文
化
高
知
№
211
の

「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
ス
ス
メ
」
で
も
掲
載
し

て
い
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
に
効
果
が
あ

り
、
学
校
や
企
業
等
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
注
目
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
。

　

講
師
に
は
、
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
の
講
師
で
、
高
知
ビ

ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
委
員
も
務
め
る
佐
藤
元
紀
先

生
を
迎
え
、
ご
講
義
い
た
だ
い
た
。
参
加
者
に

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
経
験
者
が
い
な
い
と
い
う

と
で
、
一
回
目
ル
ー
ル
説
明
、
二
回
目
練
習
、

三
回
目
大
会
と
い
う
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

行
わ
れ
た
。
当
初
大
学
の
論
文
発
表
や
仕
事
で

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
た
受
講
生
が
多
く
、
そ
の
顔
に
は
ど
ん
な
本

と
出
会
え
る
の
か
と
い
う
期
待
と
発
表
を
す
る

こ
と
へ
の
緊
張
が
見
て
と
れ
た
が
、
佐
藤
先
生

の
あ
る
一
言
で
そ
の
場
の
空
気
が
一
気
に
弛
緩

し
た
。

「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
あ
く
ま
で
遊
び
で
す
。

楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。」

　

通
常
の
発
表
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

発
表
後
に
良
い
点
だ
け
で
な
く
、
悪
い
点
や
改

善
点
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
ダ
メ
出
し
の
よ
う
な
も

の
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト

ル
は
そ
れ
を
良
し
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
発

表
者
に
堅
苦
し
さ
や
躊
躇
い
と
い
っ
た
も
の
が

出
に
く
く
な
り
、
本
に
対
す
る
そ
の
人
な
り
の

熱
い
思
い
を
表
現
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
が

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
魅
力
だ
。
実
際
に
練
習
や

本
番
を
通
し
て

知
っ
た
の
は
、

発
表
者
の
本
の

説
明
や
本
と
の

出
会
い
方
だ
け

で
は
な
く
、
思

考
や
性
格
と
い

っ
た
発
表
者
の

内
面
の
部
分
を

少
し
垣
間
見
る

よ
う
な
感
覚
だ

っ
た
。
効
果
は

一
目
瞭
然
だ
っ
た
。
開
始
前
は
緊
張
か
ら
か
、

お
互
い
に
会
話
も
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
グ

ル
ー
プ
が
、
練
習
を
重
ね
る
と
休
憩
時
間
に
自

然
と
雑
談
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
多
く
見
ら

れ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し

て
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
使
う
こ
と
の
有
用
性

を
受
講
生
と
共
に
身
を
も
っ
て
体
験
で
き
た
の

は
、
生
涯
学
習
担
当
者
と
し
て
も
大
き
な
成
果

で
あ
り
、
今
後
の
自
身
の
読
本
生
活
に
潤
い
を

与
え
る
も
の
に
も
な
っ
た
。

　

オ
ー
テ
ピ
ア
で
も
全
国
高
等
学
校
ビ
ブ
リ
オ

バ
ト
ル
高
知
県
大
会
が
行
わ
れ
る
な
ど
高
知
で

も
密
か
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
き
て
い
る
ビ

ブ
リ
オ
バ
ト
ル
。
普
段
、
書
店
で
自
分
が
手
に

と
ら
な
い
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
も
、
ビ
ブ
リ

オ
バ
ト
ル
を
通
し
て
出
会
え
ば
、
最
高
の
一
冊

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
楽
し
さ
が
こ
こ
に
は
あ

る
。

〈
参
加
者
数　

八
十
名
う
ち
『
み
ん
な
で
ビ
ブ

リ
オ
バ
ト
ル
』
は
十
三
名
〉

秋
冬
の
市
民
講
座
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高 知 を 撮 る
第35回写真コンテスト入賞作品

何処へ…リサイクル＆リユース

（上：平成29年１月23日　高知市弘化台　中：平成30年１月24日　土佐市
　下：平成30年１月18日　土佐市）

小野　智志

　

「
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
」
と
い
う
映
画
は
、

映
画
史
に
残
る
傑
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。
名
優

と
言
わ
れ
る
日
本
の
俳
優
が
、
〝
一
番
好
き
な

映
画
〟
と
し
て
こ
の
作
品
を
あ
げ
る
の
を
一
度

な
ら
ず
（
テ
レ
ビ
で
）
見
た
こ
と
が
あ
る
。

　

実
は
、
ず
っ
と
そ
れ
が
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
。

そ
れ
ほ
ど
の
作
品
か
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

ギ
ャ
ン
グ
映
画
と
し
て
の
迫
力
と
い
う
点
で
あ

れ
ば
、
も
っ
と
凄
い
作
品
が
あ
る
。
名
作
映
画

と
し
て
見
れ
ば
、「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」
や
「
ロ

ー
マ
の
休
日
」
に
は
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。
私

に
は
、
こ
の
映
画
は
五
十
年
来
、〝
中
途
半
端
〟

だ
っ
た
。

　

そ
れ
が
一
変
し
た
の
は
、
昨
年
、
あ
る
映
画

批
評
を
読
ん
だ
と
き
だ
。
平
成
三
十
年
五
月
十

六
日
・
高
知
新
聞
夕
刊
「
あ
の
こ
ろ
、
映
画
が

あ
っ
た
―
―
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
」
（
立
花
珠

樹
）
の
一
節
だ
。

　
〈（
こ
の
映
画
は
、
ア
ル
・
パ
チ
ー
ノ
演
じ
る

主
人
公
の
）
マ
イ
ケ
ル
が
、
マ
フ
ィ
ア
の
ド
ン

に
〝
成
長
〟
し
て
い
く
物
語
だ
。〉

と
あ
っ
た
。

　

こ
の
〝
成
長
〟
と
い
う
文
字
に
目
が
釘
付
け

に
な
っ
た
。
成
長
物
語
と
し
て
こ
の
映
画
を
見

る
と
い
う
観
点
が
私
に
は
な
か
っ
た
。
言
わ
れ

て
み
れ
ば
、
マ
イ
ケ
ル
の
人
物
像
は
物
語
の
始

め
と
終
わ
り
で
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
成
長
と
言
え
る
の
か
？ 

と
思
っ

た
と
き
、
〝　

〟
の
存
在
の
重
み
に
気
が
つ
い

た
。
〝
ふ
つ
う
〟
で
は
な
い
括
弧
付
き
の
成
長

な
の
だ
。
そ
の
と
き
、「
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
」

の
世
界
観
が
す
っ
と
入
っ
て
き
た
。
ニ
ー
ノ
・

ロ
ー
タ
の
哀
愁
を
帯
び
た
テ
ー
マ
曲
が
頭
の
奥

に
流
れ
始
め
た
。

　

マ
イ
ケ
ル
は
、
マ
フ
ィ
ア
の
ド
ン
（
ゴ
ッ
ド

フ
ァ
ー
ザ
ー
）
に
な
り
た
く
て
な
る
の
で
は
な

い
。
彼
は
、
大
学
を
出
た
イ
ン
テ
リ
青
年
だ
っ

た
。
第
二
次
大
戦
で
は
英
雄
的
な
働
き
も
し
て

い
る
。
表
社
会
で
政
治
家
に
な
る
の
が
夢
だ
っ

た
。
け
れ
ど
、
苛
烈
な
運
命
の
下
で
、
ド
ン
と

な
る
道
を
自
ら
選
ん
で
ゆ
く
。
背
景
に
は
、
シ

チ
リ
ア
移
民
達
の
悲
惨
な
歴
史
が
あ
る
。

　

マ
イ
ケ
ル
の
顔
は
変
わ
る
。
純
粋
な
若
者
だ

っ
た
頃
の
瑞
々
し
い
風
貌
は
し
だ
い
に
影
を
ひ

そ
め
、
冷
酷
な
ド
ン
の
顔
に
変
貌
し
て
ゆ
く
。

こ
の
〝
変
化
〟
が
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
世

界
観
だ
っ
た
の
だ
。
以
来
、
こ
の
映
画
に
、
は

ま
っ
て
い
る
。
核
心
を
突
い
た
批
評
は
、
作
品

観
を
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。

（
本
の
虫
）

リサイクルや再利用の為に集められた金属クズ、ガラス瓶、廃棄自動車…最終的
に何処へ送られるのだろうか？
ウラン廃棄物、マイクロプラスチック、宇宙ゴミなど新たなゴミ問題も起こって
いるが、地球は早晩人類のゴミで満杯になるのではないかと心配。

風俗歳時記 

批評の力
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今号の表紙

　今年の干支であるネズミをモチーフに
し、雪をイメージしたドットと並べるこ
とで統一感を出しました。

（はまぐち　きょうこ／
　国際デザイン・ビューティカレッジ１年生）

ねねね
濱口　京子

中
国
、
朝
鮮
半
島
、

ロ
シ
ア
、
そ
し
て
米
国

　

専
門
家
で
も
な
く
政
治
的
な
意
図
も
ま
っ

た
く
な
い
、
ご
く
普
通
で
ノ
ン
ポ
リ
シ
ー
の

私
で
あ
る
が
、
こ
の
十
年
ぐ
ら
い
日
本
を
取

り
巻
く
世
界
情
勢
が
次
第
に
き
な
臭
く
な
っ

て
い
る
の
が
気
に
か
か
る
。

　

こ
の
数
年
の
中
国
軍
事
力
の
増
大
は
米
国

で
さ
え
か
な
わ
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
米
中

の
貿
易
摩
擦
は
解
決
の
糸
口
が
な
い
。
南
シ

ナ
海
の
岩
礁
地
帯
を
埋
め
立
て
て
の
軍
事
化

や
尖
閣
諸
島
を
自
国
の
領
土
だ
と
言
い
出
し

た
中
国
は
、
日
本
列
島
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

至
る
ラ
イ
ン
を
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
い
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
太
平
洋
を

挟
み
米
国
と
対
峙
し
て
日
本
が
戦
争
の
草
刈

場
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　

第
三
次
世
界
大
戦
は
必
ず
あ
る
（
既
に
始

ま
っ
て
い
る
と
も
）
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
う
す
る
と
北
朝
鮮
や
中
国
の
核
攻
撃
、
あ

る
い
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
宇
宙
攻
撃
に
日
本

は
今
な
ん
の
対
策
も
持
っ
て
な
い
し
、
安
保

条
約
で
米
国
が
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
保
証

は
な
い
。

　

藩
政
時
代
後
期
、
世
界
で
最
も
埋
蔵
量
が

多
い
と
さ
れ
た
ジ
パ
ン
グ
の
「
黄
金
」
が
ほ

と
ん
ど
米
国
に
持
ち
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

今
で
も
日
本
の
国
家
予
算
（
つ
ま
り
税
）
の

相
当
な
部
分
が
米
国
に
搾
取
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
、
断
腸
の
思
い
で
い
る
日
本
人
は
多
い

は
ず
だ
。
日
本
か
ら
搾
り
取
れ
る
ま
で
搾
り

取
っ
て
、
米
国
本
土
が
傷
ま
な
い
限
り
、
日

本
を
守
る
わ
け
は
な
い
。

　

原
爆
を
持
て
る
国
々
の
間
に
日
本
が
あ
る
。

日
本
に
原
爆
を
も
つ
能
力
は
あ
る
が
、
米
国

は
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
に
わ
か
に
原
爆
を
持

つ
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
日
本
が
微

妙
な
場
所
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
を

リ
ー
ド
す
る
人
た
ち
に
危
機
感
が
あ
ま
り
に

も
な
い
の
が
不
思
議
で
仕
方
が
な
い
。
米
国

と
入
れ
替
わ
り
、
日
本
が
中
国
の
自
治
区
に

な
る
こ
と
を
、
考
え
る
だ
け
で
も
お
ぞ
ま
し

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霖
）
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高
知
出
版
学
術
賞

推
薦
募
集

優
れ
た
学
術
研
究
の
振
興
は
、

文
化
や
出
版
の
向
上
の
み
な
ら
ず
、
広
く
高
知
県
の
発
展
に
貢
献
し
ま
す
。

「
高
知
出
版
学
術
賞
」
は
、
当
該
年
に
お
け
る

最
も
優
れ
た
学
術
出
版
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

学
術
研
究
の
振
興
を
図
り
、

県
勢
の
進
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

第30回【対象】
①高知県内に在住する者の学術的著述または他県在住者で高
知県に関する事項をテーマとした学術的著述。
② 2019年１月１日～12月31日に発行された単行本（発行日は
奥付の日付による）。

【推薦】
自薦・他薦を問いません。必要事項を所定の推薦書に記入し、
該当図書 3 部を添えて審査委員会へ提出してください（図書
は、申し出により審査後に２部まで返却します）。要綱・推
薦書をご希望の方には送付します。また推薦書は、文化振興
事業団のホームページからダウンロードできます。
受付締切　2020年１月31日（金）

【表彰】
高知出版学術賞・３点以内に賞状と賞金10万円、特別賞・１
点以内に賞状と賞金５万円を贈ります。

【推薦先・お問い合わせ】
〒781-9529　高知市九反田２- １

（公財）高知市文化振興事業団内　高知出版学術賞審査委員会
TEL：088-883-5071 　FAX：088-883-5069
E-mail：kikaku@kfca.jp

高
知
を
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る

作
品
募
集

2020年1月31日㈮
応募締切

発表　3月上旬

賞

応募先

●I LOVE 高知部門

●記録写真部門

テーマ

どなたでも、一人何点でも応募できます。出品料無料

第36回

写真コンテスト･

　このコンテストは、過去から現在に至るまでの高知県内の出来事や
風景、人々の暮らしを写真で記録し、高知の様々な表情を伝えるとと
もに、未来の高知のあるべき姿を考えていこうというものです。優れ
た作品は、入選作品展にてたくさんの方にご覧いただきます。

記録性を持った高知県に関する写真
【平成以降の部】（平成以降に撮影されたもの）
【昭和以前の部】（昭和以前に撮影されたもの）

撮影者の好きな高知の風景・風俗等を表現した写真
（2019年1月1日以降に撮影されたもの）

高知市文化振興事業団　写真コンテスト係
（月曜休館。祝日・振替休日は開館）
〒781-9529  高知市九反田 2-1
高知市文化かるぽーと８階
電話 088-883-5071

「記録写真部門」
特選【平成以降の部】、【昭和以前の部】各１点 ( 賞状と賞金３万
円）、準特選　部門内で10点以内 ( 賞状と賞金１万円）

「I LOVE 高知部門」
特選２点 ( 賞状と賞金３万円）、準特選 10点以内 ( 賞状と賞金１
万円）
※入選作品は両部門合わせて70点以内
発表：３月上旬、出品者に通知

入選作品展
日　時　2020年3月17日㈫～3月22日㈰
　　　　午前10:00～午後5時
　　　　※17日(火)は，午前10時より表彰式を行います。
会　場　高知市文化プラザかるぽーと 7階 市民ギャラリー・第4展示室
入場料　入場無料

●カラー・モノクロともに白や黒の縁の部分を除き、ワイド
　四ツ切サイズ（254mm×365mm）以上
●組写真は3枚までで、写真の並び順と組写真であるこ
　とを明記して下さい。
●両部門ともパネル貼りは不要です。
　詳しい応募要領は高知市文化振興事業団までお問い合
　わせ下さい。

第35回　「記録写真部門」　
〜平成の部〜　準特選
真夏のカーニバル　川村香代

第35回　「記録写真部門」　
〜昭和以前の部〜　特選
昭和64年１月７日昭和最後の日
川西輝道

「記録写真部門」については、【平成以降の部】と【昭和以前の部】
を設けています。これにより応募作品は２部に分けて審査が
行われます。

応募要領


