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■
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ち
く
ま
評
論
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」
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館
）

■
目
標

●
比
較
的
長
い
範
囲
の
内
容
を
順
序
よ
く
整
理
し
て
記
述
す
る
。

■
追
跡

①

人
間
は
な
ぜ
服
を
着
る
の
か
。

②

寒
さ
を
防
ぐ
た
め
だ
と
か
、
肉
体
を
隠
す
た
め
だ
と
か
、
む
か
し
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
衣
服
に
そ

う
し
た
役
割
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
衣
服
の
役
割
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
、
流
行
を

気
に
し
た
り
、
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
り
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

③

他
方
、
最
近
は
や
り
の
考
え
方
と
し
て
、
衣
服
は
、
か
た
ち
や
色
、
素
材
で
構
成
す
る
ゲ
ー
ム
だ
と
い
う
主
張
が
あ

る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
、
個
人
の
自
由
を
過
大
評
価
し
て
、
逆
に
、
社
会
規
範
の
も
つ
強
制
力
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
。

ま
ず
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
②
段
落
の
仮
説
も
、
③
段
落
の
仮
説
も
否
定
。
で
は
？

④

と
こ
ろ
が
、
衣
服
を
め
ぐ
る
問
題
の
む
ず
か
し
さ
は
、
な
に
を
着
る
か
な
ど
と
い
う
、
一
見
、
個
人
の
自
由
に
属
す

る
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
、
実
際
に
は
個
人
が
ひ
と
り
で
は
決
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
た
と
え
ば
、「
き

ち
ん
と
し
た
服
装
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
人
前
に
出
る
と
き
に
は
恥
ず
か
し
く
な
い
格
好
を
、
な
ど
と
も
よ
く
い
わ

れ
る
。
こ
れ
な
ど
は
衣
服
の
選
択
が
い
か
に
社
会
化
さ
れ
て
い
る
か
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

「
衣
服
の
選
択
が
い
か
に
社
会
化
さ
れ
て
い
る
か
」
＝
「
社
会
規
範
の
も
つ
強
制
力
」
に
焦
点
が
当
た

る
。
ど
ん
な
服
を
着
る
べ
き
か
、
社
会
が
決
め
て
く
る
。
た
し
か
に
、
学
校
で
の
服
装
を
思
え
ば
わ
か
る
。

学
校
で
な
く
て
も
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ら
こ
れ
で
い
い
け
ど
、
梅
田
ま
で
出
る
な
ら
こ
の
か
っ
こ
う
は
ダ
メ
、

と
か
、
ど
こ
か
か
ら
服
装
選
択
の
強
制
力
は
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
ど
こ
か
を
こ
こ
で
は
〈
社
会
〉
と
い

う
概
念
で
呼
ん
で
い
る
わ
け
だ
。
他
人
の
目
み
た
い
な
も
の
？

自
分
の
部
屋
で
服
を
選
ぶ
と
き
に
、
他

人
は
い
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
他
人
の
目
を
想
定
し
て
、
自
分
の
服
装
を
選
択
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
な
。

⑤

１
衣
服
の
選
択
が
社
会
化
さ
れ
て
い
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。

⑥

ミ
メ
テ
ィ
ス
ム
と
い
う
語
が
あ
る
。
あ
る
種
の
動
物
は
身
を
守
る
た
め
に
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
外
見
を
変
化
さ
せ
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る
。
日
本
語
で
は
擬
態
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
保
護
色
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
ミ
メ
テ
ィ
ス
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の

意
味
は
、
無
意
識
に
他
人
の
真
似
を
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ミ
メ
テ
ィ
ス
ム

行
動
は
、
お
も
に
衣
服
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
動
物
と
ち
が
っ
て
、
人
間
の
心
は
か
な
り
わ
が
ま
ま
に
で
き
て

い
る
。
他
人
と
同
じ
で
は
気
が
す
ま
な
い
と
い
う
、
反
ミ
メ
テ
ィ
ス
ム
的
な
衝
動
も
も
っ
て
い
る
。

「
無
意
識
に
他
人
の
真
似
を
し
て
し
ま
う
」。
な
る
ほ
ど
、
他
人
が
着
て
い
る
よ
う
な
服
を
着
る
。
男

子
高
校
生
は
男
子
高
校
生
が
着
る
よ
う
な
服
を
着
る
。
女
子
高
校
生
は
女
子
高
校
生
が
着
る
よ
う
な
服
を

着
る
。
高
校
生
が
か
た
ま
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
い
か
に
も
高
校
生
っ
ぽ
い
形
・
色
合
い
の
統
一
感
が
あ

る
（
制
服
や
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
と
ち
が
う
よ
。
私
服
で
）
。
保
護
色
の
よ
う
に
、
お
互
い
に
無
意
識
に
他
人

の
真
似
を
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
そ
の
と
き
個
は
集
団
に
埋
も
れ
る
。
し
か
し
一
方
、「
他
人
と
は
違
う

か
っ
こ
う
が
し
た
い
」
と
い
う
欲
求
も
あ
る
。
あ
る
で
し
ょ
？

な
ん
か
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
つ
け
る
。
髪

飾
り
を
し
て
み
る
。
爪
を
塗
っ
て
み
る
。「
か
わ
い
い
ー
」「
ど
こ
で
買
う
た
ん
？
」
と
か
い
う
て
ほ
し
い

な
、
と
。
思
う
で
し
ょ
？

そ
れ
そ
れ
。

⑦

文
明
社
会
の
な
か
で
、
衣
服
が
、
文
化
と
な
り
、
経
済
活
動
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
り
、
あ
る
い
は
社
会
秩
序
の

不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
た
の
は
、
人
間
が
ミ
メ
テ
ィ
ス
ム
と
反
ミ
メ
テ
ィ
ス
ム
の
二
つ
の
傾
向
を
併
せ
も
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
自
由
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は

な
い
。
他
人
と
同
じ
格
好
を
し
て
も
よ
い
し
、
他
人
と
異
な
る
格
好
を
し
て
も
よ
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
だ
れ
か
ら
も

規
制
を
受
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
だ
れ
も
が
自
分
の
好
き
な
格
好
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
服
装
の
自
由
」
は
、
生
活
規

範
（
エ
チ
ケ
ッ
ト
）
の
階
層
化
さ
れ
た
身
分
制
社
会
の
枠
組
み
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
場
合
、
服
装
の
自
由
が
公
に
認
め
ら
れ
、
明
文
化
さ
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
で
あ
る
。

歴
史
的
に
来
ま
し
た
ね
。
同
じ
で
あ
り
た
い
／
同
じ
で
は
イ
ヤ
。
ど
っ
ち
も
あ
り
だ
よ
、
っ
て
な
っ
た

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
な
の
か
―
―
。

⑧

さ
て
、
身
分
制
社
会
が
消
滅
し
服
装
の
自
由
が
確
立
さ
れ
た
と
き
に
、
ど
ん
な
状
況
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

各
人
が
気
ま
ま
な
服
を
着
た
自
由
で
多
様
性
豊
か
な
光
景
が
出
現
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
ま
っ
た
く
そ
う
は
な
ら
な
か
っ

た
。
多
く
の
人
々
に
い
つ
の
ま
に
か
類
似
の
服
装
を
さ
せ
て
し
ま
う
、
流
行
と
い
う
名
の
新
現
象
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
、
こ
の
新
現
象
は
、
生
理
的
に
は
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
ま
で
買
わ
せ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
心

理
的
な
強
制
力
を
備
え
た
動
き
な
の
で
あ
っ
た
。

「
流
行
」
と
い
う
の
は
、「
同
じ
で
あ
り
た
い
」
心
理
が
生
む
も
の
な
ん
や
ね
。
強
制
力
と
い
う
か
ら
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に
は
、「
同
じ
で
あ
れ
」
と
い
う
命
令
に
近
い
も
の
な
ん
や
ね
。「
い
ま
ど
き
、
そ
ん
な
ん
着
て
る
や
つ
お

ら
ん
で
」
と
か
い
わ
れ
た
ら
、
恥
ず
か
し
い
も
ん
ね
。
む
り
し
て
で
も
お
小
遣
い
か
ら
新
し
い
服
、
買
わ

な
い
と
ね
。

⑨

流
行
現
象
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
世
紀
は
じ
め
の
パ
リ
で
は
、「
衣
服
が
す
た
れ

る
速
さ
は
、
花
の
し
お
れ
る
の
よ
り
速
い
」
と
か
、「
無
数
の
店
が
軒
を
並
べ
、
必
要
の
な
い
品
物
を
売
っ
て
い
る
」
と
か

い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
流
行
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
要
の
な
い
品
物
ま
で
追
い
求
め
る
よ
う
な
行
動
は
、
少
数

の
上
流
階
級
の
人
々
に
し
か
で
き
な
い
贅
沢
で
あ
っ
た
。
流
行
現
象
が
全
社
会
的
に
広
ま
り
、
人
々
の
衣
生
活
ば
か
り
か

行
動
規
範
全
般
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

流
行
は
「
大
衆
化
」
し
、
二
十
一
世
紀
の
今
や
、「
流
行
」
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て

い
る
。
流
行
語
大
賞
と
か
、
ツ
イ
ー
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
と
か
、
何
が
流
行
し
て
い
る
か
を
逐
一
伝
え
て
く
る

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
、
流
行
は
一
気
に
広
ま
る
。
も
の
売
る
側
は
い
か
に
流
行
を
つ
く
る
か
、
い

か
に
い
ら
ん
も
の
を
（
笑
）
ほ
し
い
と
思
わ
せ
る
か
で
勝
負
す
る
。

⑩

と
こ
ろ
で
、
身
を
装
う
自
由
が
確
立
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
衣
生
活
の
発
展
も
流
行
現
象
の
普
及
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

個
人
主
義
的
な
、
か
つ
文
化
的
な
枠
組
み
の
登
場
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
身
体

表
現
を
通
し
て
具
体
化
さ
れ
る
、
と
い
う
意
識
が
一
般
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
身
分
や
職
業
と
い
っ
た
社
会
的
な
枠
組
み
に
依
存
し
て
い
た
時
代
に
は
、
身
を
飾
る
必
要
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
う

し
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
個
人
の
あ
い
だ
で
差
異
競
争
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
小
さ
な
集
団
の
域
を
超

え
て
広
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
流
行
は
全
社
会
的
な
現
象
に
な
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

⑪

自
分
を
社
会
の
な
か
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
。
衣
服
の
流
行
に
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
に

た
い
す
る
強
烈
な
欲
望
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
。

「
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
身
体
表
現
を
通
し
て
具
体
化
さ
れ
る
、
と
い
う
意
識
が
一
般
化
す
る

必
要
が
あ
っ
た
」
は
、
「
自
分
を
社
会
の
な
か
で
こ
う
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
強
烈
な
欲
望
の
存
在
が
必

要
だ
っ
た
」
と
同
じ
こ
と
。
わ
た
し
や
お
れ
っ
て
い
う
人
間
が
、
ど
ん
な
人
間
か
、
お
れ
は
お
れ
だ
、
と

確
認
す
る
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
）
た
め
に
は
、
お
れ
は
ど
ん
な
身
体
の
人
間
か
、
を
自
分
で
求

め
、
確
立
し
、
そ
れ
を
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い
。
―
―
と
こ
う
書
く
と
、
し
ん
ど
そ
う
や
ね
。

お
れ
は
さ
む
ら
い
、
と
い
う
の
で
よ
か
っ
た
時
代
な
ら
、
さ
む
ら
い
ら
し
く
、
百
姓
ら
し
く
し
て
れ
ば

よ
か
っ
た
。
ど
ん
な
か
っ
こ
う
を
し
よ
う
か
、
と
悩
ま
な
く
て
い
い
。
鏡
の
前
で
着
替
え
な
く
て
も
い
い
。
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⑫

社
会
的
な
枠
組
み
に
依
存
し
て
い
た
時
代
は
、
心
理
的
に
は
む
し
ろ
と
て
も
生
き
や
す
い
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
自
分
で
努
力
し
な
く
て
も
、
す
で
に
伝
統
や
習
慣
と
い
っ
た
出
来
合
い
の
規
範
が
用
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
制
服
が
あ
れ
ば
「
明
日
、
な
に
を
着
た
ら
い
い
の
か
」
な
ど
と
迷
わ
な
く
て
も
す
む
の
と
同
じ
で
あ
る
。

読
解
問
題
１
「
衣
服
の
選
択
が
社
会
化
さ
れ
て
い
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
ま
と
め
な
さ
い
。

こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。
読
み
取
っ
た
内
容
を
、
抜
き
出
し
て
、
整
理
し
て
み
よ
う
。
ど
う
や
っ
て
服

を
選
ん
で
る
の
か
、
と
問
い
を
置
き
な
お
し
て
み
る
と
い
い
。

・
他
と
同
じ
で
あ
り
た
い
／
他
と
同
じ
で
は
イ
ヤ
と
い
う
心
理
が
、
服
を
選
ば
せ
て
い
た
。

・
流
行
に
見
ら
れ
る
、
同
じ
で
あ
れ
と
い
う
心
理
的
強
制
力
が
、
服
を
選
ば
せ
て
い
た
。

・
自
分
を
社
会
の
な
か
で
こ
う
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
欲
望
が
、
服
を
選
ば
せ
て
い
た
。

・
昔
は
、
身
分
や
職
業
と
い
っ
た
社
会
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
服
が
決
ま
っ
て
い
た
。

ど
う
ま
と
め
る
か
。
答
え
や
す
い
よ
う
に
「
衣
服
の
選
択
が
社
会
化
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
言
自
体

を
答
え
の
形
に
先
に
変
え
て
お
く
と
い
う
手
が
あ
る
。

「
人
が
衣
服
を
選
択
す
る
と
き
、
社
会
的
な
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

こ
う
す
る
と
、
「
社
会
的
な
問
題
が
関
係
し
て
い
る
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
と
問
い
が
変
わ
る
。
そ

こ
に
さ
っ
き
の
ま
と
め
を
具
体
的
な
内
容
と
し
て
補
足
す
る
。

整
理
の
仕
方
だ
が
、
服
装
選
択
が
自
由
で
は
な
か
っ
た
時
代
と
自
由
に
な
っ
た
時
代
に
分
け
て
書
か
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
。
ど
っ
ち
か
は
社
会
的
な
問
題
が
関
係
し
て
い
て
、
ど
っ
ち
か
は
し
て
い
な
い
？

―
―
じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
ど
ち
ら
も
、〈
社
会
（
他
人
）〉
が
関
係
し
て
い
る
。
自
由
に
な
る
以
前
と
以
後
で

は
関
係
の
仕
方
が
変
わ
る
け
ど
、
関
係
し
て
い
る
の
は
同
じ
。
（
仏
革
命
の
）
以
前
と
以
後
の
違
い
を
ま

ず
鮮
明
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
。

・
以
前
―
―
社
会
（
身
分
・
職
業
）
的
に
服
装
は
決
ま
っ
て
い
た
。

・
以
後
―
―
社
会
的
位
置
を
自
分
で
示
す
た
め
に
自
分
で
服
装
を
決
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
「
自
分
で
決
め
な
く
て
は
い
け
な
い
」
枠
組
み
の
中
で
、
他
と
同
じ
で
あ
り
た
い
、
同
じ
で
は
イ

ヤ
だ
と
い
う
心
理
や
、
同
じ
で
あ
り
た
い
心
理
が
生
み
出
す
流
行
の
中
で
服
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
―
―
こ
う
い
っ
た
組
み
立
て
の
順
番
を
練
る
力
が
必
要
。
粘
り
強
く
訓
練
し
よ
う
。

【
解
答
例
】
人
が
衣
服
を
選
択
す
る
と
き
は
、
常
に
社
会
的
な
問
題
が
関
係
し
て
い
る
。
服
装
の
自
由
が

認
め
ら
れ
る
以
前
は
、
身
分
や
職
業
と
い
っ
た
社
会
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
服
装
が
決
ま
っ
て
い
た
。

ま
た
、
自
由
が
認
め
ら
れ
た
後
も
、
服
装
が
自
分
を
社
会
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
表
す
と
い
う

点
で
、
選
択
に
は
社
会
的
な
観
点
が
関
係
し
て
い
る
。
自
由
に
選
ぶ
中
で
は
、
他
と
同
じ
で
あ
り
た
い
と
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か
、
逆
に
、
同
じ
で
は
嫌
だ
と
い
う
心
理
が
働
い
た
り
、
流
行
に
見
ら
れ
る
、
同
じ
で
あ
れ
と
い
う
強
制

力
が
働
い
た
り
、
常
に
社
会
的
な
意
識
が
選
択
に
関
係
し
て
い
る
。（22

1

字
）

⑬

一
七
八
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
八
月
二
六
日
に
公
布
さ
れ
た
人
権
宣
言
は
「
人
間
は
法
の
前
に
お
い
て
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
」
と
謳
っ
て
い
る
。
こ
の
人
権
宣
言
に
代
表
さ
れ
る
平
等
思
想
は
、
身
分
や
職
業
な
ど
に
よ

る
社
会
的
な
差
別
の
合
法
性
を
否
定
し
、
固
定
的
な
社
会
規
範
か
ら
人
々
を
解
放
し
た
が
、
こ
の
解
放
は
、
同
時
に
、
社

会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
個
人
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
状
況
を
も
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
、
人
間
が
バ
ラ
バ
ラ
で
匿
名
の

存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
い
わ
ば
２
個
人
の
ア
ト
ム
化
状
況
が
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
ア
ト
ム
化
状
況
は
、
多
く
の
人
間
の
心
に
「
い
っ
た
い
自
分
は
な
に
も
の
な
の
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

読
解
問
題
２
「
個
人
の
ア
ト
ム
化
状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

形
式
的
に
は
「
人
間
が
バ
ラ
バ
ラ
で
匿
名
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
を
指
す
。「
そ
れ
は
」

が
受
け
て
い
る
も
の
を
た
ど
れ
ば
、「
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
個
人
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
状
況
」。

二
つ
あ
わ
せ
て
、

【
解
答
例
１
】
「
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
個
人
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が

バ
ラ
バ
ラ
で
匿
名
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
」（

字
）

54

も
し
、
八
〇
字
で
、
と
い
わ
れ
た
ら
、
何
を
足
す
？

何
に
よ
っ
て
そ
れ
が
生
じ
た
か
、
を
足
す
。

【
解
答
例
２
】
「
平
等
思
想
が
固
定
的
な
社
会
規
範
か
ら
人
々
を
解
放
し
た
こ
と
が
、
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
か
ら
個
人
を
切
り
離
さ
す
結
果
を
生
ん
で
し
ま
い
、
人
間
が
バ
ラ
バ
ラ
で
匿
名
の
存
在
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
。」（

字
）

79

た
ん
に
字
数
を
増
や
せ
ば
い
い
の
で
は
な
い
。
内
容
が
多
く
な
る
と
、
構
文
を
組
み
替
え
た
り
、
文
を

切
っ
た
り
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
お
か
し
な
構
文
の
ま
ま
書
い
て
し

ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
。

⑭

し
か
し
、
人
間
は
危
機
的
状
況
の
な
か
で
腕
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
危
機
（
「
い
っ
た
い
自
分

は
な
に
も
の
な
の
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
）
の
解
消
を
め
ざ
す
動
き
が
、
す
ぐ
に
二
つ
の
方
向
で
あ
ら
わ
れ
た
。

⑮

ひ
と
つ
は
、
他
者
と
の
ち
が
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
現
を
め
ざ
そ
う
と
い
う
動
き

で
あ
る
。
自
己
が
自
己
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
己
の
独
自
性
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
具
体
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
を
他
者
に
認
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
、
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
方
向
性
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
ら
そ
ん
な
ふ
う
に
志
向
し
た
と
し
て
も
、
現
実
の
個
々
人
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
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に
独
自
性
を
備
え
た
真
の
個
別
性
な
ど
、
そ
う
簡
単
に
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
文
化
的
な
蓄
積
に
基
づ
く
確
信
な

し
に
は
自
己
の
独
自
性
な
ど
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
社
会
的
な
認
知
も
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ふ
だ

ん
粋
で
通
っ
て
い
る
人
物
が
変
わ
っ
た
格
好
を
す
る
な
ら
ば
粋
で
通
る
が
、
野
暮
な
人
間
が
変
わ
っ
た
格
好
を
し
た
と
こ

ろ
で
、
野
暮
の
評
判
を
重
ね
る
だ
け
で
は
な
い
か
。

⑯

い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
よ
う
な
独
自
性
の
追
求
と
は
逆
の
行
動
も
あ
ら
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
既
存
の
集
団
へ
の
同
化
を

求
め
る
動
き
で
あ
る
。
独
自
性
を
求
め
て
苦
労
す
る
よ
り
も
、
多
く
の
隣
人
が
優
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
よ
う
な
価
値
を

採
用
し
た
ほ
う
が
は
る
か
に
楽
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑰

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
と
、
そ
の
両
方
を
巧
み
に
か
わ
し
て
く
れ
る

装
置
が
あ
れ
ば
、
楽
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
乗
り
切
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
見
矛
盾
す
る
差
異
化
の
必

要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方
を
、
他
者
に
も
自
分
に
も
そ
れ
と
意
識
さ
せ
る
こ
と
な
く
上
手
に
調
整
し
て
く
れ
る
、
そ
ん

な
社
会
装
置
は
な
い
も
の
か
。
そ
ん
な
虫
の
よ
い
願
望
を
実
現
し
て
く
れ
る
３
魔
法
の
薬
、
そ
れ
が
モ
ー
ド
現
象
な
の
で

あ
っ
た
。
自
分
よ
り
な
ん
ら
か
の
点
で
上
位
に
あ
る
個
人
や
集
団
の
独
自
性
を
模
倣
し
、
い
っ
ぽ
う
で
自
分
よ
り
下
位
に

あ
る
個
人
や
集
団
と
の
ち
が
い
を
強
調
す
る
。
差
異
化
の
よ
う
に
見
せ
て
じ
つ
は
同
化
へ
の
ベ
ク
ト
ル
で
し
か
な
い
、
そ

う
い
う
機
構
に
乗
っ
て
動
い
て
い
る
社
会
装
置
、
そ
れ
が
モ
ー
ド
現
象
な
の
で
あ
っ
た
。

「
自
分
は
何
者
か
」
に
対
し
て
、「
や
つ
ら
と
は
違
う
オ
レ
」
で
い
く
か
、「
こ
の
ひ
と
た
ち
と
同
じ
ボ

ク
」
で
い
く
か
。
つ
っ
ぱ
っ
て
く
か
、
で
れ
っ
と
い
く
か
（
そ
ー
ゆ
ー
こ
と
か
な
？
）。

「
魔
法
の
薬
＝
モ
ー
ド
現
象
」
っ
て
ど
ん
な
も
の
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
機
能
と

し
て
は
、「
上
位
に
あ
る
個
人
や
集
団
の
独
自
性
を
模
倣
」
、
「
下
位
に
あ
る
個
人
や
集
団
と
の
ち
が
い
を

強
調
」
す
る
と
い
う
。
強
い
ヤ
ツ
に
で
れ
っ
と
し
て
、
弱
い
ヤ
ツ
に
は
「
オ
レ
は
お
ま
え
ら
と
は
違
う
！
」

っ
て
言
い
放
つ
。
「
じ
つ
は
同
化
へ
の
ベ
ク
ト
ル
」
＝
じ
つ
は
上
位
の
集
団
に
同
化
し
た
い
と
い
う
ケ
チ

な
欲
望
に
の
っ
か
っ
て
る
の
が
「
モ
ー
ド
現
象
」
な
る
も
の
な
ん
だ
、
と
筆
者
は
手
厳
し
い
。

⑱

歴
史
の
な
か
に
投
影
し
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
モ
ー
ド
現
象
が
普
及
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
で
あ
る
。

当
時
は
、
ま
さ
し
く
身
分
や
職
業
の
枠
組
み
が
否
定
さ
れ
、
だ
れ
も
が
社
会
的
な
上
昇
を
め
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
、
上
流
階
級
の
生
活
様
式
が
視
覚
メ
デ
ィ
ア
、
た
と
え
ば
グ
ラ
ビ
ア
雑
誌
、
写
真
、
シ
ョ

ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
を
通
し
て
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
上
昇

す
る
市
民
の
多
く
は
、
上
流
階
級
の
生
活
様
式
を
採
用
し
た
。

「
モ
ー
ド
」
の
説
明
は
脚
注
に
も
あ
る
が
、
本
文
で
判
断
す
る
な
ら
、
「
生
活
様
式
」
の
こ
と
だ
と
わ

か
る
。
か
っ
こ
い
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
家
具
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
。
オ
レ
も
、
ア
タ
シ
も
、
上
流
に
あ
こ

が
れ
る
。
せ
め
て
、
か
っ
こ
う
だ
け
で
も
上
流
っ
ぽ
く
や
ろ
か
な
。
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⑲

し
か
し
、
現
実
に
は
文
化
的
な
蓄
積
を
要
す
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
生
活
様
式
を
そ
っ
く
り
模
倣
す
る
な
ど
、
即
席
に

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
だ
か
ら
即
物
的
な
面
に
お
い
て
だ
け
、
か
た
ち
だ
け
、

表
面
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
モ
ー
ド
現
象
の
主
た
る
担
い
手
だ
っ
た
上
昇
す
る
階
級
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た

も
の
は
、
せ
い
ぜ
い
上
流
階
級
幻
想
と
い
う
自
己
暗
示
的
な
代
物
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
幻
想
こ
そ
が
近
代
の
消
費
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

中
身
は
庶
民
の
ま
ま
だ
け
ど
、
身
に
つ
け
る
も
の
や
お
金
で
買
え
る
も
の
は
、
ま
ね
で
き
る
。
な
ら
、

買
お
う
。
上
流
に
同
一
化
し
よ
う
→
上
流
階
級
幻
想
→
買
っ
て
ま
ね
し
よ
う
→
物
が
売
れ
る
→
モ
ー
ド
現

象
。
タ
レ
ン
ト
の
着
て
い
る
も
の
っ
ぽ
い
も
の
を
買
い
た
い
と
い
う
心
理
も
同
じ
。
売
る
ほ
う
は
、
そ
の

幻
想
を
利
用
し
て
、
実
際
に
人
々
が
買
え
そ
う
な
レ
ベ
ル
の
商
品
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
。

読
解
問
題
３
「
モ
ー
ド
現
象
」
が
「
魔
法
の
薬
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

難
し
く
考
え
な
い
で
、
書
い
て
あ
る
こ
と
を
整
理
す
る
。
☆
傍
線
部
を
伸
ば
す
。
次
の
範
囲
を
組
み
替

え
る
。

「
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
と
、
そ
の
両
方
を
巧
み
に
か
わ
し
て
く
れ

る
装
置
が
あ
れ
ば
、
楽
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
乗
り
切
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
見
矛
盾

す
る
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方
を
、
他
者
に
も
自
分
に
も
そ
れ
と
意
識
さ
せ
る
こ
と
な
く

上
手
に
調
整
し
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
社
会
装
置
は
な
い
も
の
か
。
そ
ん
な
虫
の
よ
い
願
望
を
実
現
し
て
く

れ
る
３
魔
法
の
薬
、
そ
れ
が
モ
ー
ド
現
象
な
の
で
あ
っ
た
。」

・
モ
ー
ド
現
象
は
、
そ
ん
な
虫
の
よ
い
願
望
を
実
現
し
て
く
れ
る
か
ら
。

・
モ
ー
ド
現
象
は
、
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方
の
願
望
を
満
た
し
て
く
れ
る
か
ら
。

【
解
答
例
１
】
モ
ー
ド
現
象
は
、
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
か
ら
。

こ
れ
で
一
応
書
け
た
。
な
ん
で
薬
な
の
？
の
答
え
だ
か
ら
、
文
末
は
「
危
機
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
に
し

て
く
れ
る
」
に
。
モ
ー
ド
現
象
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
効
く
（
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
）
薬
。

ほ
ん
と
に
効
く
か
ど
う
か
、
知
ら
ん
け
ど
。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
モ
ー
ド
現
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方

を
満
た
し
て
く
れ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、「
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
の
か
、
も
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
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説
明
は
本
文
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
入
れ
る
べ
き
だ
。
答
案
の
流
れ
は
、
危
機
が
こ
の
よ
う
に
解
決
す
る
か

ら
、
と
い
う
形
に
。

・
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
は
、
自
分
が
他
と
違
っ
た
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。

・
モ
ー
ド
現
象
は
、
上
流
階
級
の
生
活
様
式
の
ま
ね
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
上
流
階
級
と
同
一

化
し
、
あ
る
独
自
性
を
持
っ
た
よ
う
な
幻
想
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
。

【
解
答
例
２
】
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
は
、
自
分
が
他
と
違
っ
た
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
と

感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。
モ
ー
ド
現
象
と
は
、
上
流
階
級
の
生
活
様
式
の
ま
ね
を
す
る
こ

と
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
上
流
階
級
と
同
一
化
し
、
あ
る
独
自
性
を
持
っ
た
よ
う
な
幻
想
を
抱

か
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
モ
ー
ド
現
象
は
、
差
異
化
の
必
要
と
同
化
へ
の
誘
惑
の
両
方
を
満
た
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
乗
り
切
れ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
か

ら
。（1

95

字
）

「
乗
り
切
れ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
魔
法
」
だ
と

い
う
含
意
が
あ
る
。
だ
っ
て
、
ほ
ん
と
は
、
上
流
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
（
笑
）。

■
読
解
問
題

１

「
衣
服
の
選
択
が
社
会
化
さ
れ
て
い
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
あ
る
が
、
そ

れ
に
対
す
る
答
え
を
ま
と
め
な
さ
い
。
二
五
〇
字
程
度
。

２

「
個
人
の
ア
ト
ム
化
状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
八
〇
字
程
度
。

３

「
モ
ー
ド
現
象
」
が
「
魔
法
の
薬
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
二
百
字
程
度
。

■
発
展
問
題

自
分
が
何
か
の
衣
服
を
選
択
す
る
場
面
を
具
体
的
に
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
識
が

働
い
て
い
る
か
考
え
な
さ
い
。
そ
の
実
例
と
本
文
の
議
論
を
重
ね
、
自
分
は
自
分
ら
し
さ
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
、
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
論
じ
な
さ
い
。

●
重
要
語｢

ア
ト
ム
化
」
＝
ア
ト
ム
は
原
子
。
人
間
が
、
原
子
の
よ
う
に
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い

く
こ
と
を
い
う
。
人
間
が
そ
の
個
を
尊
重
さ
れ
ず
、「
何
々
家
の
長
男
」
と
い
っ
た
属
性
に
縛
ら
れ
た
扱

い
し
か
受
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
が
な
く
苦
し
い
。
し
か
し
イ
エ
や
ム
ラ
を
離
れ
、
一
人
の
個
と
し

て
生
き
て
い
く
と
な
れ
ば
、
自
由
で
は
あ
る
が
、
誰
も
助
け
て
く
れ
ず
、
不
安
で
あ
る
。｢

ア
ト
ム
化
」

と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
況
の
問
題
性
を
取
り
上
げ
た
い
と
き
。
自
由
に
な

っ
た
と
い
う
よ
り
、
バ
ラ
バ
ラ
で
ど
う
し
よ
う
、
と
い
う
状
況
を
指
し
て
使
わ
れ
る
。


