
保
田
の
初
期
作
品
に
は
、
批
評
の
問
題
や
批
評
家
の
立
場
に
関
す
る
 
 

（
こ
 
 

文
章
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
彼
の
十
五
編
の
短
篇
小
説
も
こ
の
時
 
 

期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
伝
的
要
素
の
多
い
保
田
の
小
説
は
、
 
 

作
品
価
値
か
ら
す
る
と
さ
ほ
ど
ま
で
は
注
目
さ
れ
ず
、
保
田
の
批
評
家
 
 

の
立
場
の
確
立
ま
で
の
過
渡
期
の
所
産
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
 
 

が
多
い
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
関
し
て
は
、
独
白
体
と
手
記
体
の
形
を
と
 
 

っ
た
「
ア
ン
ニ
ュ
イ
と
自
意
識
の
錯
乱
」
を
主
題
に
し
た
も
の
と
、
 
 

「
叙
情
的
な
青
春
小
説
の
系
譜
」
に
属
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
系
列
に
 
 

（
二
）
 
 

分
け
る
見
解
が
あ
る
。
が
、
両
系
列
の
ど
ち
ら
に
も
分
類
し
難
い
作
品
 
 

と
し
て
、
『
コ
ギ
ト
』
 
の
創
刊
号
（
昭
七
・
三
）
 
に
発
表
さ
れ
た
「
や
 
 

ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
保
田
の
第
一
作
日
の
小
説
で
あ
 
 

る
。
こ
の
 
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
に
つ
い
て
、
神
谷
忠
孝
は
、
「
敗
北
 
 

は
じ
め
に
 
 

保
田
輿
重
郎
の
批
評
家
小
説
 
 

1
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
－
 
 

】
ニ
†
十
爪
 
 

の
美
学
」
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
確
か
に
、
「
や
ぼ
ん
・
 
 

ま
る
ち
」
に
お
い
て
「
敗
北
の
美
学
」
は
重
要
な
比
重
を
も
っ
て
措
か
 
 

れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
作
品
全
体
の
テ
ー
マ
と
す
る
に
は
や
や
 
 

不
充
分
で
あ
る
。
「
敗
北
の
美
学
」
と
は
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
の
中
 
 

に
出
て
く
る
あ
る
行
進
曲
の
作
曲
過
程
に
見
受
け
ら
れ
る
芸
術
精
神
を
 
 

表
現
し
た
言
葉
だ
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
敗
北
の
美
学
」
を
「
や
 
 

ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
全
体
の
テ
ー
マ
と
す
る
と
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
の
 
 

批
評
家
小
説
的
な
面
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
は
、
保
田
の
十
五
編
の
短
篇
小
説
の
中
で
、
 
 

へ
四
）
 

（
五
）
 
 

そ
の
構
成
力
の
力
量
が
評
価
さ
れ
、
第
一
等
の
佳
作
と
さ
れ
る
作
品
で
 
 

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
保
田
の
批
評
の
立
場
の
小
説
化
と
い
う
試
み
と
 
 

い
う
点
で
注
目
に
催
す
る
作
品
で
あ
る
。
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
は
、
 
 

一
方
で
は
、
ご
く
平
凡
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
主
人
公
の
「
私
」
が
、
 
 

芸
術
作
品
に
出
会
い
、
自
ら
の
潜
在
的
な
批
評
家
と
し
て
の
資
質
に
目
 
 

覚
め
、
批
評
家
と
し
て
の
立
場
を
確
立
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
 
 

李
 
 
京
 
億
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も
う
一
方
で
は
、
批
評
家
と
し
て
の
「
私
」
 
の
批
評
行
為
を
通
し
て
、
 
 

そ
れ
ぞ
れ
保
田
の
批
評
の
立
場
を
虚
構
化
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
 
 

は
、
そ
う
い
っ
た
批
評
家
小
説
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
私
」
 
の
批
評
の
 
 

立
場
に
注
目
し
、
（
一
）
批
評
家
の
特
権
、
（
二
）
潜
在
的
な
批
評
家
と
 
 

し
て
の
内
的
資
質
、
（
三
）
「
私
」
の
独
自
の
批
評
の
二
つ
の
特
徴
、
の
 
 

三
点
を
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
 
 

（
こ
批
評
家
の
特
権
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
の
主
人
公
（
「
私
」
）
 
の
潜
在
的
な
批
評
家
と
 
 

し
て
の
資
質
の
発
見
を
語
る
前
に
、
作
品
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
 
 

一
九
二
八
年
の
秋
、
二
十
歳
近
く
の
「
私
」
は
、
姉
と
と
も
に
フ
ラ
ン
 
 

ス
語
を
教
え
て
も
ら
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
牧
師
（
ビ
ル
ニ
 
 

ロ
ア
ー
ヌ
氏
）
 
か
ら
、
「
え
る
は
ー
る
ん
ぐ
・
で
す
‥
ヴ
ゑ
る
と
う
む
 
 

ぜ
ー
ぐ
ら
す
」
 
（
「
過
境
捜
椅
録
」
）
－
以
下
は
「
遽
境
捜
椅
録
」
と
略
 
 

記
す
る
－
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
匿
名
記
者
に
よ
る
旅
行
記
（
中
に
は
、
 
 

日
本
の
維
新
の
挿
話
が
三
つ
載
せ
て
あ
る
）
 
を
も
ら
う
。
が
、
「
私
」
 
 

は
、
そ
の
書
物
に
何
ら
興
味
を
示
さ
ず
、
そ
の
ま
ま
数
年
も
放
っ
て
お
 
 

く
が
、
あ
る
日
、
日
常
の
僅
か
な
出
来
事
か
ら
「
過
境
捜
綺
録
」
と
の
 
 

出
会
い
に
運
命
を
感
じ
始
め
る
。
一
方
、
友
人
T
に
招
待
さ
れ
た
珍
し
 
 

い
古
典
の
演
奏
会
に
て
、
偶
然
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
と
い
う
幕
末
の
 
 

曲
－
以
下
、
曲
名
を
指
す
場
合
は
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
と
記
す
ー
を
 
 

聴
い
た
「
私
」
は
、
い
い
様
の
な
い
畏
怖
と
神
秘
の
感
に
取
り
付
か
れ
 
 

る
。
そ
れ
以
来
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
不
可
解
な
神
秘
性
に
よ
る
 
 

（
六
）
 
 

あ
る
種
の
不
安
が
続
く
中
、
再
び
偶
然
は
、
「
私
」
を
、
「
遵
境
捜
椅
録
」
 
 

の
中
の
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
に
関
す
る
記
事
（
第
十
四
挿
 
 

話
）
を
発
見
す
る
と
い
う
運
命
の
出
来
事
へ
と
導
く
。
そ
れ
を
契
機
に
、
 
 

そ
れ
ま
で
の
「
過
境
捜
椅
録
」
を
未
読
の
ま
ま
に
し
て
い
た
「
私
」
の
 
 

怠
惰
と
無
自
覚
の
状
態
は
、
突
然
、
「
逸
境
捜
綺
録
」
 
（
第
十
四
挿
話
）
 
 

の
耽
読
へ
と
変
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
「
私
」
は
、
い
よ
い
よ
（
や
 
 

ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
神
秘
を
理
解
す
る
に
至
る
。
以
上
が
、
「
私
」
 
の
 
 

批
評
家
と
し
て
の
立
場
の
発
見
ま
で
の
梗
概
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
か
ら
分
る
こ
と
は
、
「
私
」
が
批
評
家
と
し
て
の
立
場
を
自
覚
 
 

す
る
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
運
命
的
出
会
い
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
「
私
」
自
身
が
、
偶
然
の
出
会
い
を
運
 
 

命
と
し
て
や
や
過
剰
に
解
釈
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
 
 

ろ
う
が
、
そ
の
運
命
的
出
会
い
は
二
つ
の
方
向
か
ら
や
っ
て
く
る
。
一
 
 

つ
の
方
向
は
、
「
遵
境
授
椅
録
」
、
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
の
作
者
の
方
か
 
 

ら
の
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
そ
の
古
風
な
装
帳
に
や
や
心
を
ひ
か
れ
、
 
 

戸
棚
か
ら
「
達
境
捜
絡
録
」
を
「
偶
然
抜
き
出
」
す
と
、
ビ
ル
ニ
ロ
ア
 
 

ー
ヌ
先
生
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
人
記
者
の
記
し
た
洋
書
を
「
私
」
に
何
気
 
 

な
く
く
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
「
遵
境
捜
椅
録
」
は
、
長
い
間
、
「
私
」
 
の
 
 

「
郷
里
の
家
の
戸
棚
の
隈
へ
虐
待
を
祷
け
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
だ
 
 

が
、
そ
の
郷
里
に
あ
っ
た
「
遽
境
捜
椅
録
」
が
、
再
び
東
京
に
い
る
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「
私
」
の
手
元
に
届
く
時
に
も
小
さ
な
「
偶
然
」
が
介
在
す
る
。
す
な
 
 

わ
ち
、
「
連
境
捜
椅
録
」
は
、
「
私
」
 
の
郷
里
の
家
の
老
婆
が
い
つ
も
の
 
 

通
り
、
「
私
」
 
へ
の
荷
物
の
中
に
「
手
普
た
り
次
第
、
思
い
つ
き
の
 
 

ま
、
に
」
選
び
出
し
て
入
れ
た
書
物
の
一
冊
と
し
て
、
「
私
」
の
手
元
 
 

に
再
び
届
く
の
で
あ
る
。
「
そ
ん
な
理
由
で
こ
の
「
遽
境
捜
綺
録
」
も
 
 

老
婆
の
手
に
よ
つ
て
初
め
て
私
の
眼
に
ふ
れ
る
運
命
を
荷
っ
た
わ
け
だ
 
 

が
、
さ
う
い
ふ
事
実
に
つ
い
て
は
私
は
「
運
命
」
と
い
ふ
よ
り
他
の
こ
 
 

と
ば
を
繰
る
こ
と
ば
出
来
な
い
」
 
（
一
〇
頁
）
と
、
こ
こ
で
「
私
」
は
、
 
 

そ
の
偶
然
が
運
命
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
す
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
こ
の
 
 

時
点
で
は
、
「
連
境
授
椅
録
」
 
の
第
十
四
挿
話
の
内
容
を
発
見
す
る
段
 
 

階
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
書
物
が
真
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
 
 

ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
 
 
 

も
う
一
方
か
ら
の
運
命
は
、
友
人
T
に
招
待
さ
れ
た
珍
し
い
古
典
の
 
 

演
奏
会
で
訪
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
方
か
ら
訪
れ
た
も
の
で
、
「
私
」
 
 

は
、
演
奏
会
で
、
偶
然
に
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
と
い
う
曲
を
聴
く
よ
 
 

う
に
な
る
。
こ
の
作
品
と
の
偶
然
の
出
会
い
が
あ
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
 
 

経
っ
て
か
ら
、
先
の
も
う
一
方
の
運
命
の
出
会
い
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
 
 

「
蓮
境
捜
椅
録
」
の
真
の
価
値
が
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
や
ぼ
ん
・
 
 

ま
る
ち
）
は
、
演
奏
会
で
演
奏
さ
れ
た
多
数
の
旧
幕
の
時
代
の
作
品
の
 
 

中
で
も
、
最
も
「
私
」
に
深
い
感
興
を
与
え
た
曲
で
あ
る
が
、
そ
の
曲
 
 

の
捷
供
著
さ
え
、
幕
末
の
も
の
で
、
西
洋
風
の
楽
譜
で
作
ら
れ
た
曲
だ
 
 

と
い
う
こ
と
以
外
は
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
来
歴
に
つ
い
て
何
も
 
 

語
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
に
関
す
る
 
 

記
事
を
、
「
達
境
捜
絡
録
」
 
の
中
の
第
十
四
挿
話
か
ら
発
見
す
る
こ
と
 
 

で
、
「
私
」
は
、
や
っ
と
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
不
可
解
な
神
秘
性
 
 

へ
の
鍵
を
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
迷
 
 

宮
の
中
で
長
い
時
間
を
送
っ
た
「
私
」
の
こ
の
挿
話
の
発
見
の
悦
び
は
 
 

戟
懐
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

〔
1
〕
私
は
今
年
偶
然
こ
の
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
と
い
ふ
曲
を
 
 

あ
る
古
典
的
な
曾
合
で
聞
い
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
賓
を
い
ふ
 
 

と
こ
の
本
の
中
か
ら
記
事
を
見
出
し
た
時
に
は
、
は
つ
と
戦
懐
に
 
 

似
た
一
種
の
と
き
め
き
を
感
じ
て
、
そ
の
一
章
を
む
さ
ぼ
る
や
う
 
 

に
耽
讃
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
結
果
、
私
は
こ
の
本
の
初
め
て
遼
 
 

な
ら
ぬ
眞
慣
が
如
何
に
重
荷
的
で
あ
る
か
と
、
さ
へ
も
了
解
し
た
 
（
七
）
 
 

わ
け
だ
。
 
 

（
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
、
十
一
貫
）
 
 

こ
の
よ
う
に
、
珍
し
い
古
典
の
演
奏
会
で
の
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
 
 

鑑
賞
と
、
「
邁
境
捜
綺
録
」
 
の
中
の
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
 
 

に
関
す
る
記
事
（
第
十
四
挿
話
）
 
の
発
見
は
、
長
い
年
月
の
彼
の
作
品
 
 

－
作
者
の
結
合
、
す
な
わ
ち
批
評
対
象
の
稔
合
を
意
味
す
る
。
言
い
換
 
 

え
れ
ば
、
「
私
」
が
、
「
邁
境
捜
椅
録
」
に
そ
の
芸
術
的
価
値
を
認
め
た
 
 

の
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
旅
行
記
が
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
 
 

作
曲
家
に
関
す
る
記
事
、
す
な
わ
ち
、
批
評
対
象
の
総
合
を
可
能
に
す
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る
鍵
を
撞
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
作
曲
過
程
に
関
す
る
 
 

唯
一
の
情
報
源
で
あ
る
「
邁
境
捜
椅
録
」
の
第
十
四
挿
話
の
こ
と
は
、
 
 

同
じ
く
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
を
鑑
賞
し
た
友
人
T
に
は
未
知
の
存
在
 
 

で
あ
る
。
友
人
T
に
は
作
品
の
享
受
の
機
会
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
 
 

そ
の
作
曲
家
に
つ
い
て
は
知
り
得
る
機
会
が
つ
い
に
与
え
ら
れ
な
い
。
 
 

一
方
、
「
私
」
 
の
姉
は
「
遽
境
捜
給
録
」
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
は
ず
 
 

だ
が
、
そ
の
真
価
に
目
覚
め
さ
せ
る
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
鑑
賞
体
 
 

験
を
共
有
し
な
い
。
「
私
」
 
の
姉
に
は
、
作
曲
家
に
つ
い
て
知
り
得
る
 
 

道
は
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
作
品
に
つ
い
て
は
未
知
の
ま
ま
で
あ
 
 

る
 
（
そ
れ
に
、
姉
は
、
も
は
や
「
遠
境
授
絡
録
」
 
の
存
在
そ
の
も
の
さ
 
 

え
忘
却
し
て
い
る
）
。
こ
こ
で
、
「
邁
境
捜
椅
録
」
と
（
や
ぼ
ん
－
ま
る
 
 

ち
）
の
両
方
に
接
近
す
る
経
験
が
独
占
で
き
る
の
は
「
私
」
 
の
み
と
な
 
 

る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
に
、
偶
然
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
た
批
評
対
象
を
独
占
す
る
 
 

「
私
」
は
、
「
だ
が
、
こ
ん
な
わ
け
だ
っ
た
の
に
私
は
こ
の
餐
見
の
こ
と
 
 

を
つ
ひ
に
T
に
は
未
だ
に
語
ら
う
と
は
し
な
い
。
さ
う
す
る
こ
と
が
理
 
 

由
な
く
惜
し
い
様
だ
し
、
錬
り
に
も
軽
々
し
く
語
る
こ
と
で
な
い
と
思
 
 

っ
た
」
 
（
十
五
頁
）
と
述
べ
た
り
、
又
、
「
も
う
姉
さ
へ
あ
の
書
物
の
こ
 
 

と
を
忘
れ
た
ん
だ
と
あ
き
れ
て
し
ま
つ
た
り
、
そ
れ
で
安
心
し
た
り
し
 
 

た
」
 
（
十
五
頁
）
と
言
っ
て
、
「
私
」
は
、
捻
合
さ
れ
た
批
評
対
象
の
独
 
 

占
に
対
す
る
妙
な
快
感
、
す
な
わ
ち
、
他
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
 
 

人
智
と
人
為
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
運
命
の
力
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
 
 

批
評
家
の
資
格
は
、
言
わ
ば
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
っ
た
。
が
、
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
 
の
著
者
は
、
「
私
」
に
、
実
は
、
も
う
一
つ
の
批
 
 

評
家
の
資
格
を
付
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
が
潜
在
的
に
持
 
 

っ
て
い
る
内
的
資
質
で
あ
る
。
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
を
鑑
賞
し
、
ま
 
 

だ
総
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
批
評
対
象
の
独
占
を
実
現
す
る
前
の
段
 
 

階
、
す
な
わ
ち
、
ま
だ
「
連
境
捜
椅
録
」
の
第
十
四
挿
話
を
発
見
す
る
 
 

前
に
、
「
私
」
の
内
的
資
質
は
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
資
質
は
、
（
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
）
の
不
可
解
な
芸
術
性
を
満
足
に
語
り
得
な
い
内
的
渇
き
 
 

と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
的
渇
き
は
、
私
を
し
て
、
（
や
 
 
 

へ
の
安
心
感
を
ひ
そ
か
に
楽
し
む
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
 
 

経
路
に
よ
る
運
命
の
出
会
い
に
よ
っ
て
稔
合
さ
れ
た
批
評
対
象
の
独
占
 
 

に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
、
批
評
家
と
し
て
の
自
ら
の
特
権
的
な
地
位
を
 
 

自
覚
し
、
そ
の
地
位
が
行
便
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
 
 

し
、
「
私
」
が
感
じ
て
い
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
出
会
い
が
強
い
運
命
性
 
 

を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
が
た
い
。
そ
れ
な
の
に
、
「
私
」
が
、
 
 

そ
の
偶
然
な
出
会
い
を
運
命
と
し
か
解
釈
で
き
な
か
っ
た
こ
と
ば
、
批
 
 

評
対
象
に
対
す
る
「
私
」
自
身
の
情
熱
の
如
何
を
推
察
さ
せ
る
こ
と
だ
 
 

と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
二
）
 
潜
在
的
批
評
家
の
内
的
資
質
 
 



そ
し
て
人
々
は
互
い
に
こ
の
作
品
を
激
し
い
蛮
術
上
の
天
才
の
 
 

創
作
に
な
る
傑
作
で
あ
る
と
か
、
な
ん
か
と
冗
舌
を
く
り
か
へ
し
 
 
 

た
。
〔
－
〕
た
だ
悟
り
き
つ
た
様
に
私
は
思
考
を
蔑
し
め
つ
、
、
 
 

こ
ん
な
場
合
多
辞
は
反
つ
て
信
念
か
ら
感
動
や
鴻
泄
を
語
っ
て
ゐ
 
 

る
も
の
で
な
い
、
従
っ
て
そ
の
頃
考
へ
て
ゐ
た
ジ
ン
メ
ル
の
薬
術
 
 

に
射
す
る
お
冗
舌
を
に
が
に
が
し
く
思
っ
た
り
、
か
と
思
ふ
と
ジ
 
 

ン
メ
ル
な
ど
考
へ
だ
し
た
こ
と
に
自
分
の
不
安
を
感
じ
た
り
し
 
 

た
。
が
そ
ん
な
こ
と
を
考
へ
つ
、
反
っ
て
私
も
い
つ
か
と
シ
ェ
ー
 
 
 

バ
ー
ト
の
「
一
人
一
二
年
の
序
曲
」
に
似
た
と
こ
ろ
を
感
じ
た
と
 
 

か
、
む
し
ろ
マ
ル
セ
ー
ユ
の
歌
の
俗
な
紅
血
が
聯
想
さ
れ
る
と
語
 
 

り
だ
し
て
、
如
何
に
も
浅
薄
な
自
分
の
知
識
を
恥
し
い
と
さ
へ
思
 
 

は
な
か
つ
た
。
 
 

（
同
、
十
三
～
十
四
頁
）
 
 

「
私
」
は
周
り
の
聴
衆
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
加
担
す
る
形
で
繰
り
広
 
 

げ
た
自
ら
の
「
冗
舌
」
に
も
軽
薄
さ
を
覚
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
 
 

の
抵
抗
を
触
発
さ
せ
た
「
冗
舌
」
 
の
具
体
的
内
容
は
、
西
洋
の
様
々
な
 
 

例
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
天
才
的
芸
術
性
に
論
理
と
明
瞭
性
を
与
え
、
 
 

そ
れ
に
甘
ん
じ
よ
う
と
す
る
窮
屈
な
説
明
で
あ
っ
た
。
 
 
 

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
抵
抗
と
軽
蔑
を
よ
り
確
固
た
る
も
 
 

ぽ
ん
・
ま
る
ち
）
の
鑑
賞
の
後
、
こ
の
曲
の
素
晴
ら
し
さ
を
め
ぐ
つ
て
 
 

繰
り
出
さ
れ
る
冗
舌
に
対
し
軽
蔑
と
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
。
 
 

の
と
さ
せ
た
の
は
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
天
才
的
芸
術
性
に
取
り
 
 

付
か
れ
、
そ
れ
を
理
解
し
ょ
う
と
図
書
館
に
駆
け
つ
け
た
情
熱
も
虚
し
 
 

く
、
挫
折
感
を
与
え
た
近
代
西
洋
の
学
問
の
非
天
才
的
方
法
で
あ
っ
た
。
 
 

次
に
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
の
哲
学
と
い
う
学
問
か
ら
 
 

（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
芸
術
的
天
才
性
を
解
こ
う
と
し
た
「
私
」
の
 
 

試
み
と
そ
の
挫
折
の
措
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
 
 

そ
の
頃
わ
た
し
は
美
学
上
で
云
ふ
「
天
才
」
に
つ
い
て
考
へ
る
 
 

と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
そ
れ
で
私
は
く
る
日
も
く
る
日
も
囲
書
館
へ
 
 

行
っ
て
は
贋
く
近
代
の
哲
学
者
の
説
を
ひ
ら
ひ
謹
ん
で
ゐ
た
。
モ
 
 

ー
ズ
リ
、
ボ
ン
ネ
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
等
の
古
典
か
ら
、
シ
ル
レ
ル
、
 
 

レ
ー
ノ
ー
ル
ヅ
卿
の
美
し
い
作
品
を
、
さ
ら
に
レ
ツ
シ
ン
グ
や
カ
 
 

ン
ト
、
ジ
ン
メ
ル
等
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
覚
え
込
み
つ
ゝ
、
結
局
 
 

草
間
と
い
ふ
も
の
が
如
何
に
非
天
才
的
な
方
法
論
で
「
天
才
」
を
 
 

論
じ
て
ゆ
く
も
の
か
と
、
あ
き
ら
め
得
た
だ
け
だ
つ
た
。
し
か
も
 
 

人
は
な
ほ
さ
ら
天
才
の
存
在
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
や
う
 
 

は
聾
術
観
の
喰
ひ
違
ひ
か
ら
「
天
才
」
 
の
問
題
を
こ
の
上
な
く
窮
 
 

屈
に
曲
げ
た
だ
け
の
話
の
や
う
だ
と
考
へ
つ
、
、
な
ほ
も
わ
か
ら
 
 

ぬ
思
案
に
沈
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
私
は
ツ
エ
ル
ネ
ル
 
 

（
－
缶
鼻
－
－
笠
N
）
 
が
第
四
次
元
の
援
助
に
よ
つ
て
奇
術
師
ス
テ
ー
 
 

デ
の
世
界
を
理
解
し
ょ
う
と
し
た
努
力
の
根
本
の
間
違
ひ
を
了
解
 
 

し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
つ
ひ
に
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
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の
作
者
は
私
を
あ
れ
以
凍
ず
つ
と
理
解
で
き
な
い
暗
黒
世
界
へ
と
 
 

ひ
き
ず
り
込
み
、
い
つ
も
彼
自
髄
が
私
の
不
安
と
な
り
、
強
迫
と
 
 
 

な
つ
て
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
の
旋
律
と
盤
動
の
交
錯
が
、
私
 
 

の
心
機
を
應
愛
さ
せ
て
ゆ
く
の
だ
つ
た
。
ま
こ
と
に
長
い
日
だ
つ
 
 

た
。
 
 

（
同
、
十
四
頁
）
 
 

引
周
と
し
て
は
や
や
長
い
が
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
（
全
六
章
）
 
の
中
 
 

で
は
も
っ
と
も
短
い
章
（
第
四
章
）
 
で
も
あ
っ
て
、
省
略
な
し
に
そ
の
 
 

全
文
を
書
き
う
つ
し
た
。
が
、
そ
の
長
さ
か
ら
し
て
も
、
内
容
の
展
開
 
 

か
ら
し
て
も
、
前
の
第
三
章
の
中
に
収
め
て
も
良
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
 
の
著
者
は
、
わ
ざ
わ
ざ
一
つ
の
個
別
の
章
に
仕
 
 

上
げ
て
い
る
。
大
勢
の
西
洋
の
哲
学
者
・
文
学
者
の
名
前
が
次
々
と
登
 
 

場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
、
最
初
か
ら
 
 

西
洋
の
学
問
の
体
系
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
時
は
、
真
剣
に
 
 

西
洋
の
学
問
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
 
 

そ
、
一
層
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
「
私
」
の
挫
折
感
は
、
独
自
の
批
評
家
 
 

と
し
て
の
立
場
へ
の
自
覚
と
確
立
の
必
要
に
「
私
」
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
 
の
著
者
は
、
「
私
」
が
、
潜
在
的
批
評
 
 

家
か
ら
独
自
の
批
評
家
へ
と
跳
躍
す
る
寸
前
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
こ
 
 

と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
短
い
章
を
別
途
に
仕
上
げ
る
必
 
 

要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

と
い
う
こ
と
で
、
「
私
」
の
、
近
代
西
洋
の
学
問
の
方
法
へ
の
強
い
 
 

失
望
感
は
、
そ
こ
に
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
天
才
性
の
謎
の
手
掛
か
 
 

り
を
探
し
求
め
て
い
た
「
私
」
に
、
近
代
西
洋
的
な
も
の
の
払
拭
へ
の
 
 

意
志
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。
繰
り
返
す
が
、
そ
う
い
っ
た
「
私
」
の
、
 
 

い
わ
ゆ
る
西
洋
を
払
拭
す
る
作
業
は
、
「
ず
っ
と
理
解
で
き
な
い
暗
黒
 
 

世
界
」
に
い
る
間
の
「
私
」
を
し
て
、
独
自
の
批
評
家
の
立
場
に
踏
み
 
 

切
ら
せ
る
内
的
条
件
と
し
て
作
用
す
る
。
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
不
 
 

可
解
な
神
秘
性
に
対
し
て
（
西
洋
）
を
取
り
入
れ
、
言
葉
を
費
や
す
よ
 
 

う
な
説
明
に
安
心
す
る
他
の
聴
衆
と
違
っ
て
、
「
私
」
は
、
そ
う
い
っ
 
 

た
西
洋
の
知
の
介
在
の
浅
薄
さ
と
無
力
さ
に
気
づ
き
、
批
評
の
た
め
の
 
 

独
自
の
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
暗
黒
の
時
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
自
ら
 
 

の
立
場
を
明
確
に
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で
 
 

「
私
」
は
、
「
達
境
捜
緒
録
」
の
第
十
四
挿
話
と
の
出
会
い
と
い
う
運
命
 
 

に
相
応
し
い
内
的
資
質
を
整
え
た
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
不
可
解
 
 

な
神
秘
性
に
覆
わ
れ
た
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
と
そ
の
作
曲
家
の
天
才
 
 

性
を
認
め
る
の
に
誰
も
異
存
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
実
の
意
味
が
 
 

理
解
で
き
る
の
は
真
の
批
評
家
と
し
て
の
「
私
」
に
限
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
三
）
「
私
」
の
独
自
の
批
評
の
二
つ
の
特
徴
 
 

批
評
家
と
し
て
西
洋
の
学
問
の
介
入
を
払
拭
す
る
こ
と
で
自
立
を
目
 
 

指
す
内
的
資
質
と
、
運
命
に
よ
る
批
評
対
象
の
独
占
と
い
う
外
的
特
権
 
 

に
め
ぐ
ま
れ
、
批
評
家
と
し
て
の
自
覚
と
そ
の
立
場
を
確
立
し
得
た
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「
私
」
は
、
や
が
て
批
評
行
為
を
始
め
る
。
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
匿
 
 

名
の
天
才
的
作
曲
家
（
幕
末
の
下
層
武
士
）
 
は
、
渡
来
し
た
フ
ラ
ン
ス
 
 

（
八
）
 
 

人
使
節
に
紹
介
さ
れ
た
西
洋
の
マ
ー
チ
に
魅
了
さ
れ
、
日
本
の
音
楽
芸
 
 

術
の
新
領
域
の
開
拓
を
夢
見
て
、
鼓
の
み
を
も
っ
て
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
 
 

ち
）
を
作
る
こ
と
に
「
途
方
も
な
い
天
才
の
熱
情
」
を
注
ぎ
込
む
。
し
 
 

か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
作
曲
へ
の
情
熱
は
、
い
つ
ま
で
も
修
 
 

正
を
繰
り
返
す
と
い
う
徒
労
に
近
い
猛
烈
な
創
作
熟
を
燃
や
す
こ
と
に
 
 

費
や
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
 
 
 

「
私
」
は
、
音
楽
的
技
法
を
語
る
な
ど
専
門
的
知
識
を
披
露
す
る
よ
 
 

う
な
解
説
は
し
な
い
。
「
私
」
が
曲
そ
の
も
の
に
対
す
る
専
門
的
解
説
 
 

を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
達
境
捜
繚
録
」
の
第
十
四
挿
話
と
 
 

の
出
会
い
が
、
「
私
」
の
批
評
の
最
も
決
定
的
条
件
と
な
る
こ
と
は
そ
 
 

も
そ
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
演
奏
会
で
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
を
 
 

聴
い
た
時
の
感
想
を
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
 
 

〔
－
〕
そ
の
曲
節
は
あ
る
時
は
心
持
の
深
み
へ
お
ち
込
み
、
あ
る
 
 

ひ
は
直
走
り
に
気
想
の
端
尾
を
押
塵
し
て
、
む
し
ろ
呼
吸
を
こ
ら
 
 

さ
せ
る
様
に
、
反
省
を
求
め
る
様
に
、
し
か
し
そ
れ
は
誰
の
葬
薩
 
 

の
曲
よ
り
も
慰
安
を
輿
へ
る
こ
と
な
く
、
悲
し
み
を
輿
へ
る
こ
と
 
 

な
く
、
恐
ろ
し
い
精
神
の
苦
闘
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
て
進
ん
 
 

だ
。
た
ゞ
私
は
深
み
込
ん
で
ゆ
く
死
の
影
と
い
つ
た
様
な
も
の
を
 
 

悪
心
し
て
ゐ
る
の
を
は
つ
き
り
と
知
っ
た
。
 
 
 （
同
、
十
二
貫
）
 
 

こ
の
よ
う
な
感
想
は
、
演
奏
楽
器
や
メ
ロ
デ
ィ
や
リ
ズ
ム
等
、
極
め
て
 
 

初
歩
的
に
さ
え
も
専
門
的
情
報
を
伝
え
な
い
故
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
曲
 
 

の
再
現
を
想
像
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
 
 

の
は
、
「
私
」
の
個
人
的
印
象
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
「
達
境
捜
椅
録
」
 
 

の
第
十
四
挿
話
の
中
に
は
、
（
や
ぼ
ん
‥
ま
る
ち
）
の
作
曲
者
で
あ
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

武
士
の
打
つ
鼓
の
音
に
つ
い
て
、
「
た
だ
こ
の
ど
い
つ
人
の
旅
行
記
々
 
 

者
は
彼
の
う
つ
鼓
は
土
間
の
湯
を
沸
え
ら
せ
て
ゐ
る
織
瓶
の
響
に
反
響
 
 

し
た
、
と
書
い
て
ゐ
る
鮎
か
ら
見
て
も
、
私
ら
の
停
統
的
な
形
容
詞
の
 
 

便
ひ
方
を
回
顧
し
て
、
確
か
に
名
人
蛮
の
領
地
に
入
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
」
 
（
同
、
十
六
頁
）
と
ふ
れ
て
あ
る
。
鼓
の
音
に
関
す
る
こ
の
ド
 
 

イ
ツ
人
記
者
の
記
録
も
比
喩
を
借
り
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
私
」
は
、
 
 

そ
の
記
述
が
主
観
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
問
わ
ず
、
そ
こ
で
、
言
葉
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
か
ら
く
る
想
像
を
も
っ
て
、
武
士
の
鼓
が
「
名
人
芸
」
で
あ
 
 

る
こ
と
を
躊
躇
な
く
確
信
し
る
。
 
 
 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
総
合
さ
れ
た
批
 
 

評
対
象
を
獲
得
し
た
「
私
」
 
の
批
評
が
、
音
楽
の
専
門
家
の
立
場
を
借
 
 

り
て
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
の
作
品
の
み
を
語
ろ
う
と
は
し
な
 
 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
 
の
二
つ
の
批
評
態
度
の
う
 
 

ち
の
一
つ
の
特
徴
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
発
想
を
語
 
 

る
と
い
う
批
評
態
度
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
私
」
 
に
と
っ
て
、
（
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
と
そ
の
作
曲
の
背
景
の
状
況
を
伝
え
る
「
遽
 
 

境
捜
綺
録
」
の
第
十
四
挿
話
の
価
値
は
、
決
し
て
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
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彼
は
完
成
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
。
彼
は
作
り
上
げ
た
 
 

日
か
ら
、
ま
つ
た
く
宿
命
の
様
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
作
品
の
生
 
 

命
の
動
き
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
〔
－
〕
楽
譜
は
何
 
 

度
も
か
き
換
へ
ら
れ
つ
、
、
そ
の
何
度
目
か
さ
へ
も
殆
ん
ど
読
む
 
 

こ
と
も
不
可
能
に
、
加
筆
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
た
。
そ
 
 

し
て
憑
か
れ
た
者
の
姿
で
自
作
に
す
が
り
つ
い
て
ゐ
た
。
 
 

（
同
、
十
七
～
十
八
頁
）
 
 

こ
の
よ
う
に
、
旧
幕
府
側
の
敗
北
の
運
命
と
い
う
悲
愴
な
雰
囲
気
の
漂
 
 

う
中
で
、
日
本
の
新
し
い
芸
術
を
開
拓
し
ょ
う
と
す
る
志
を
貫
く
情
熱
 
 

を
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
天
才
的
作
曲
家
の
中
に
確
認
し
た
「
私
」
 
 

の
曲
そ
の
も
の
の
価
値
に
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
過
 
 

境
授
緒
録
」
 
の
第
十
四
挿
話
を
発
見
す
る
前
か
ら
自
覚
さ
れ
て
い
た
 
 

「
私
」
 
の
批
評
の
寓
難
、
特
に
そ
れ
を
文
字
化
す
る
こ
と
の
困
難
は
、
 
 

「
私
の
心
持
の
中
に
こ
の
曲
が
呼
び
起
こ
し
た
あ
る
種
の
紳
秘
的
な
鬼
 
 

気
に
似
た
、
心
的
象
徴
が
非
常
に
頻
り
と
そ
れ
を
邪
魔
だ
て
る
の
に
ち
 
 

が
ひ
な
い
」
 
（
十
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
曲
の
技
巧
等
の
音
楽
専
門
 
 

の
知
識
の
習
得
や
そ
の
説
明
で
解
消
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
 
 

っ
た
。
次
の
引
用
に
お
い
て
も
、
「
私
」
 
の
批
評
の
主
な
関
心
は
、
切
 
 

迫
し
徹
底
し
た
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
芸
術
精
神
の
方
へ
 
 

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

こ
の
物
語
家
の
ド
イ
ツ
人
は
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
を
彿
蘭
西
 
 

人
の
助
言
づ
き
の
作
曲
だ
と
記
し
て
ゐ
る
が
、
私
に
は
そ
れ
を
例
 
 

へ
記
録
に
た
よ
つ
て
も
は
つ
き
り
根
据
づ
け
る
様
な
方
法
は
な
 
 

い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
あ
る
が
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
演
奏
曾
 
 

時
の
様
子
な
ど
か
ら
、
戎
ひ
は
幕
府
の
彿
蘭
西
人
の
往
来
し
た
尊
 
 

書
な
ど
を
考
慮
し
て
、
こ
の
記
事
は
一
概
に
排
斥
さ
れ
ぬ
誘
惑
を
 
 

輿
へ
る
棟
だ
。
 
 

（
傍
点
筆
者
、
同
、
十
一
貫
）
 
 

フ
ラ
ン
ス
人
使
節
の
名
前
も
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
名
 
 

前
も
分
ら
な
い
故
、
二
人
の
間
の
影
響
関
係
を
明
か
す
証
拠
は
事
実
上
 
 

は
、
批
評
の
焦
点
を
、
で
き
あ
が
っ
た
結
果
と
し
て
の
作
品
そ
の
も
の
 
 

で
は
な
く
、
そ
の
天
才
的
芸
術
家
の
徹
底
し
た
創
作
ぶ
り
の
方
に
当
て
 
 

て
い
る
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
「
私
」
の
批
評
態
度
は
、
こ
の
よ
う
に
作
品
の
発
想
の
 
 

段
階
を
語
ろ
う
と
す
る
故
、
既
製
の
も
の
と
し
て
の
作
品
そ
の
も
の
か
 
 

ら
自
由
に
な
っ
て
、
想
像
力
を
伴
う
。
「
私
」
の
批
評
に
は
、
必
ず
し
 
 

も
客
観
的
で
論
理
的
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
批
評
 
 

が
正
確
な
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
も
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
 
 

い
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
使
節
と
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
 
 

と
の
関
係
に
つ
い
て
抱
く
「
私
」
の
確
信
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
 
 

い
る
。
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皆
無
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
関
係
の
証
明
よ
り
も
、
そ
の
あ
り
 
 

得
る
可
能
性
と
、
そ
れ
を
信
じ
た
い
誘
惑
を
認
め
る
こ
と
で
「
私
」
の
 
 

批
評
の
根
拠
が
成
立
っ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
引
用
 
 

文
に
は
、
「
私
」
の
そ
の
よ
う
な
批
評
の
立
場
を
端
的
に
示
す
箇
所
が
 
 

も
う
一
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
、
今
ま
で
「
連
境
授
緒
録
」
 
の
 
 

著
者
を
指
し
て
使
っ
て
き
た
「
記
者
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ
り
、
こ
こ
 
 

で
は
、
「
物
語
家
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
自
身
、
「
邁
境
捜
緒
録
」
を
、
い
つ
の
間
に
か
、
 
 

記
録
物
と
い
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
物
語
と
い
う
 
 

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
私
」
 
の
批
 
 

評
は
、
そ
れ
を
承
知
し
っ
つ
、
す
な
わ
ち
、
想
像
の
要
素
を
取
り
入
れ
 
 

つ
つ
、
作
品
の
発
想
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
注
目
す
る
「
私
」
 
の
批
評
態
度
の
二
つ
日
の
特
徴
は
、
批
評
家
 
 

自
身
を
語
る
批
評
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
批
評
対
象
を
通
し
 
 

て
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
自
ら
の
姿
の
投
影
さ
れ
た
批
評
対
象
を
通
 
 

し
て
批
評
家
自
身
を
語
る
批
評
で
あ
る
。
批
評
家
で
あ
る
「
私
」
が
注
 
 

目
し
て
い
る
（
や
ぼ
ん
，
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
姿
に
は
、
ど
こ
か
 
 

「
私
」
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
「
私
」
と
（
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
や
作
曲
に
注
ぐ
情
熱
ぶ
 
 

り
も
そ
う
で
あ
る
が
、
他
に
際
立
つ
共
通
点
は
、
西
洋
的
な
も
の
か
ら
 
 

自
立
を
決
意
す
る
姿
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
、
西
洋
の
学
問
か
ら
自
 
 

立
し
独
自
の
批
評
の
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
へ
の
試
み
を
、
「
私
」
 
の
 
 

内
的
資
質
と
し
て
確
認
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
 
 

試
み
と
決
意
の
姿
が
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
創
作
過
程
に
お
い
て
 
 

も
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

芸
術
精
神
の
み
を
徹
底
し
て
追
求
す
る
あ
ま
り
孤
立
し
、
も
は
や
国
 
 

家
の
運
命
へ
の
認
識
な
ど
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
の
武
士
 
 

作
曲
家
は
、
あ
る
日
、
一
つ
の
決
断
に
迫
ら
れ
、
一
瞬
、
意
識
の
中
へ
 
 

芸
術
以
外
の
世
界
へ
の
認
識
を
取
り
戻
し
た
。
上
野
で
の
彰
義
隊
の
陥
 
 

落
の
宿
命
が
差
し
迫
っ
て
く
る
最
中
、
例
の
フ
ラ
ン
ス
人
傑
節
か
ら
フ
 
 

ラ
ン
ス
へ
の
同
行
を
勧
誘
さ
れ
た
時
、
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
 
 

家
の
西
洋
か
ら
の
自
立
へ
の
決
意
は
次
の
よ
う
に
措
か
れ
る
。
 
 
 

京
都
の
軍
勢
は
三
通
か
ら
殺
倒
し
て
き
た
。
備
国
人
は
こ
の
幕
更
 
 
 

に
自
分
の
故
囲
へ
連
行
し
ょ
う
と
い
く
た
び
か
誘
ひ
、
つ
い
に
は
 
 
 

さ
と
し
た
り
し
た
。
南
欧
の
明
朗
な
風
土
と
豊
穣
な
蛮
術
の
世
界
 
 
 

を
、
南
欧
人
の
語
る
世
界
は
驚
異
的
に
廣
く
、
未
知
の
土
地
は
誘
 
 
 

惑
に
満
ち
て
ゐ
た
。
が
彼
は
欺
然
と
聞
い
て
ゐ
た
。
そ
し
て
ふ
と
 
 
 

彼
は
将
軍
慶
喜
が
悌
囲
の
援
助
を
は
つ
き
り
と
拒
絶
し
た
こ
と
を
 
 
 

思
ひ
だ
し
た
。
そ
ん
な
俗
世
の
こ
と
を
作
曲
を
初
め
て
、
あ
れ
位
 
 
 

に
専
心
し
だ
し
た
後
の
自
己
の
意
識
の
ど
こ
に
残
っ
て
ゐ
た
の
か
 
 
 

と
不
思
議
と
感
ず
る
有
様
で
あ
つ
た
。
 
（
同
、
十
人
～
十
九
貫
）
 
 

「
私
」
は
、
自
分
の
西
洋
の
介
在
を
払
拭
す
る
こ
と
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
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詳
細
に
語
っ
た
よ
う
に
、
将
軍
慶
喜
の
逸
話
の
突
然
の
記
憶
と
と
も
に
 
 

西
洋
の
援
助
を
断
わ
っ
た
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
決
意
の
 
 

瞬
間
の
場
面
に
殊
更
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
、
批
評
 
 

家
と
し
て
の
「
私
」
が
、
西
洋
の
影
響
か
ら
自
立
し
よ
う
と
す
る
（
や
 
 

ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
姿
に
魅
入
っ
て
い
る
様
子
を
窺
う
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
批
評
家
の
「
私
」
が
、
西
洋
の
学
問
か
ら
自
立
 
 

を
試
み
た
自
分
の
独
自
の
批
評
態
度
を
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
 
 

勧
誘
を
断
わ
る
と
決
意
す
る
（
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
独
自
 
 

の
芸
術
精
神
と
重
複
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
 
 

う
な
印
象
を
受
け
る
。
 
 
 

以
上
、
「
私
」
 
の
独
自
の
批
評
態
度
の
二
つ
の
特
徴
と
し
て
、
作
品
 
 

の
発
想
を
語
る
批
評
と
批
評
家
自
身
を
語
る
批
評
と
を
確
認
し
た
。
な
 
 

お
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
一
つ
の
共
通
の
方
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
 
 

で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
お
 
 

き
つ
つ
、
事
実
や
客
観
性
に
拘
ら
ぬ
想
像
の
力
を
寛
容
す
る
批
評
法
で
 
 

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
想
像
の
力
を
用
い
る
二
つ
の
批
評
態
度
 
 

か
ら
は
、
批
評
行
為
そ
の
も
の
を
一
つ
の
独
立
し
た
創
造
行
為
、
す
な
 
 

わ
ち
、
芸
術
行
為
と
見
な
す
「
私
」
の
批
評
観
を
も
窺
い
知
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
私
」
 
の
批
評
、
す
な
わ
ち
、
創
造
に
 
 

近
い
芸
術
と
し
て
の
「
私
」
 
の
独
自
の
批
評
の
態
度
は
、
論
理
・
分
 
 

析
・
事
実
的
根
拠
な
ど
に
頼
り
す
ぎ
、
か
え
っ
て
批
評
対
象
を
「
窮
屈
 
 

に
曲
げ
る
」
よ
う
な
「
非
天
才
的
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
近
代
 
 

保
田
輿
重
郎
は
、
『
コ
ギ
ト
』
創
刊
号
の
「
編
鶉
後
記
」
に
お
い
て
、
 
 

「
「
何
の
為
に
」
「
な
に
を
」
書
く
か
と
、
新
し
い
角
度
か
ら
間
ふ
以
前
に
、
 
 

つ
ま
り
文
学
の
効
用
と
い
ふ
か
、
そ
れ
以
前
に
、
「
な
ぜ
文
学
を
す
る
」
、
 
 

「
文
学
を
し
だ
し
た
」
、
と
そ
の
生
の
意
識
を
問
は
う
と
す
る
情
熱
を
感
 
 

（
九
）
 
 

じ
る
」
と
、
そ
の
文
学
的
立
場
を
打
ち
立
て
た
。
結
果
と
し
て
の
作
品
 
 

で
は
な
く
、
作
品
の
発
想
に
お
け
る
作
家
精
神
を
問
う
と
い
う
保
田
の
 
 

文
学
的
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ひ
き
つ
づ
き
、
こ
の
編
集
後
記
で
、
 
 

「
コ
ギ
ト
」
 
の
高
踏
的
響
き
を
否
定
し
っ
つ
、
「
デ
カ
ル
ト
か
ら
フ
ツ
サ
 
 

【
・
【
・
 
 

ル
に
い
た
る
億
系
の
貧
し
い
知
識
を
並
べ
る
程
高
踏
的
（
？
）
 
で
も
な
 
 

い
」
と
、
西
洋
の
知
の
体
系
の
踏
襲
を
否
定
す
る
態
度
も
示
し
た
。
の
 
 

み
な
ら
ず
、
「
私
ら
は
最
も
深
く
古
典
を
愛
す
る
。
私
ら
は
こ
の
囲
の
 
 

二
〇
）
 
 

省
み
ら
れ
ぬ
古
典
を
愛
す
る
」
と
、
そ
の
古
典
愛
を
も
宣
言
し
て
い
る
 
 

が
、
ち
ょ
う
ど
こ
う
い
っ
た
二
つ
の
立
場
は
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
に
 
 

お
い
て
も
確
認
さ
れ
得
た
と
思
わ
れ
る
。
本
文
に
お
い
て
特
別
ふ
れ
は
 
 

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
西
洋
的
な
も
の
の
払
拭
と
い
う
内
的
資
質
を
持
 
 

っ
て
い
た
（
私
）
も
、
自
ら
の
古
典
時
代
へ
の
嗜
好
を
自
覚
し
、
古
典
 
 

の
演
奏
会
へ
の
友
人
の
誘
い
に
応
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

西
洋
の
学
問
と
は
、
そ
も
そ
も
両
立
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
 
 

め
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

ぁ
わ
り
に
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こ
の
よ
う
に
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
は
、
独
自
の
批
評
家
と
し
て
の
 
 

立
場
を
固
め
た
「
私
」
と
い
う
人
物
を
通
し
て
、
こ
う
し
た
保
田
の
批
 
 

評
の
立
場
を
虚
構
化
し
た
。
そ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
（
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
）
を
作
品
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
し
語
る
こ
と
に
満
足
せ
 
 

ず
、
そ
の
作
曲
家
の
芸
術
的
創
作
態
度
を
通
し
て
作
品
の
作
ら
れ
た
背
 
 

景
を
追
求
し
、
そ
こ
に
批
評
の
多
く
の
部
分
を
割
り
当
て
る
と
い
っ
た
 
 

批
評
態
度
で
あ
っ
た
。
保
田
は
、
昭
和
八
年
四
月
の
『
コ
ギ
ト
』
に
発
 
 

表
し
た
「
作
家
の
危
機
意
識
と
内
在
の
文
学
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
 
 

も
、
こ
う
し
た
作
品
の
発
想
を
問
う
文
学
的
立
場
を
、
新
し
い
ロ
マ
ン
 
 

主
義
文
学
の
課
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
保
田
は
『
コ
ギ
ト
』
 
の
創
刊
号
に
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
 
 

の
他
に
「
印
象
批
評
」
と
い
う
批
評
に
関
す
る
文
章
も
寄
せ
、
自
ら
の
 
 

批
評
及
び
批
評
家
と
し
て
の
立
場
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
評
論
は
、
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
の
「
私
」
の
批
評
態
度
と
の
対
応
関
係
か
ら
も
 
 

注
目
す
べ
き
文
章
で
あ
る
。
左
の
引
用
文
は
、
「
印
象
批
評
」
か
ら
の
 
 

一
ケ
所
で
あ
る
が
、
批
評
対
象
を
語
る
以
前
の
重
要
な
問
題
と
し
て
批
 
 

評
家
の
資
質
が
語
ら
れ
て
い
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 

批
評
を
さ
ま
ざ
ま
に
意
匠
づ
け
る
と
し
て
も
、
純
粋
な
批
評
の
根
 
 

底
に
於
て
蛮
術
す
る
情
執
丁
作
者
と
供
に
 
－
 
換
言
す
る
と
享
 
 

受
以
前
の
愛
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
出
費
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
 
 

〔
－
〕
と
も
か
く
も
印
象
批
評
と
い
ふ
名
が
語
感
や
、
も
し
く
ぼ
 
 

語
の
陰
影
に
よ
り
批
評
と
い
ふ
活
動
の
気
分
に
最
も
な
つ
か
し
い
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

も
の
に
見
え
る
。
そ
の
場
合
批
評
は
主
観
批
評
と
い
へ
よ
う
。
／
 
 

〔
－
〕
 
つ
ね
に
批
評
を
貫
く
も
の
は
批
評
家
の
情
熱
の
み
だ
。
 
 

（
傍
点
原
文
、
「
印
象
批
評
」
、
二
十
二
⊥
一
十
三
貫
）
 
 

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
芸
術
的
精
神
へ
の
情
熱
が
、
作
者
と
と
も
に
批
評
 
 

家
に
も
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
保
田
の
要
求
は
、
「
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
」
に
お
い
て
、
「
私
」
の
批
評
へ
の
情
熱
と
、
（
や
ぼ
ん
・
 
 

ま
る
ち
）
の
作
曲
家
の
芸
術
的
情
熱
を
通
し
て
充
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
田
の
認
識
は
、
「
従
っ
て
私
は
正
し
い
意
味
で
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

超
越
批
評
に
迄
同
顧
し
て
ゆ
く
。
批
評
は
限
定
さ
れ
た
意
味
で
濁
断
批
 
 

評
に
ま
で
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
傍
点
原
文
、
同
、
二
十
三
賞
）
と
、
 
 

芸
術
的
情
熱
の
み
な
ら
ず
、
批
評
の
超
越
と
独
断
を
も
許
容
す
る
姿
勢
 
 

を
示
し
て
い
る
。
「
正
し
い
」
、
「
限
定
さ
れ
た
」
な
ど
と
、
条
件
は
あ
 
 

る
も
の
の
、
そ
の
正
し
さ
と
限
定
性
の
基
準
に
お
け
る
窓
意
性
を
消
し
 
 

去
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
に
、
保
田
は
、
論
理
・
客
観
・
分
析
と
い
 
 

っ
た
方
法
を
拒
む
故
、
彼
独
自
の
批
評
の
窓
意
的
面
を
支
え
て
い
る
は
 
 

ず
の
内
的
原
理
を
汲
み
取
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
 
 

こ
う
し
て
、
保
田
の
文
体
に
は
難
解
性
が
生
じ
、
悪
文
と
い
う
レ
ソ
テ
 
 

二
二
）
 
 

二
こ
 
 

ル
が
貼
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
新
鮮
さ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
 
 

ず
れ
に
せ
よ
、
保
田
の
多
く
の
晦
渋
な
文
体
は
、
彼
の
自
覚
的
批
評
観
 
 

と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
『
コ
ギ
ト
』
創
刊
と
と
も
に
、
批
評
家
と
し
て
本
格
 
 

的
文
壇
活
動
を
新
た
に
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
保
田
は
、
評
論
の
み
な
 
 

ら
ず
、
小
説
の
創
作
を
通
し
て
も
自
ら
の
批
評
態
度
を
明
示
し
ょ
う
と
 
 

し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
は
、
保
田
の
批
 
 

評
家
と
し
て
の
特
権
的
意
識
や
彼
の
独
自
の
批
評
、
す
な
わ
ち
、
作
品
 
 

二
三
）
 

（
岬
四
）
 
 

の
発
想
を
語
る
批
評
と
、
批
評
家
自
身
を
語
る
批
評
と
を
虚
構
化
す
る
 
 

試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
一
）
 
十
五
編
の
題
名
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
 
（
昭
 
 

七
二
ニ
）
、
「
い
ん
て
れ
く
ち
ゆ
え
れ
・
か
た
す
と
ろ
お
ふ
あ
」
 
（
昭
 
 
 

七
・
四
）
、
「
全
無
智
上
人
伝
」
 
（
昭
七
・
五
）
、
「
問
答
師
の
憂
鬱
」
 
 

（
昭
七
二
ハ
）
、
「
花
と
形
而
上
学
と
」
 
（
昭
七
・
七
）
、
「
佐
渡
へ
」
 
 

（
昭
七
二
〇
）
、
「
螢
足
の
論
理
」
（
昭
七
・
十
二
）
、
「
鍋
牛
の
角
」
 
 

（
昭
八
二
）
、
「
桐
畑
」
 
（
昭
八
二
一
）
、
「
第
三
の
手
紙
」
 
（
昭
八
・
 
 

六
）
、
「
叔
母
た
ち
」
 
（
昭
和
八
・
七
）
、
「
自
首
」
 
（
昭
和
九
・
八
）
、
 
 

「
惇
徳
者
の
記
録
」
（
昭
八
・
九
／
昭
九
ニ
ー
／
昭
一
〇
二
ニ
、
「
青
 
 

空
の
花
」
 
（
昭
和
一
〇
二
二
）
、
「
新
版
西
城
記
」
 
（
昭
一
〇
二
四
）
、
 
 

「
等
身
」
 
（
昭
一
〇
・
六
）
以
上
の
小
説
は
全
編
『
コ
ギ
ト
』
に
掲
載
 
 

さ
れ
た
。
 
 

（
二
）
 
桶
谷
秀
昭
『
保
田
輿
重
郎
』
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
八
年
、
十
七
～
十
 
 

八
頁
。
 
 

…
 
神
谷
忠
孝
『
保
田
輿
重
郎
論
』
、
雁
書
館
、
一
九
七
九
年
、
三
十
九
～
 
 

四
〇
頁
。
 
 

（
七
）
 
 

奥
出
健
「
保
田
輿
重
郎
の
初
期
世
界
－
 
小
説
を
中
心
に
」
」
〔
『
解
 
 

釈
』
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
、
一
二
頁
。
〕
 
 

桶
谷
秀
昭
、
前
掲
書
、
十
七
頁
。
 
 

保
田
の
「
印
象
批
評
は
」
 
に
は
、
ワ
イ
ル
ド
の
「
芸
術
家
と
し
て
の
 
 

批
評
家
」
（
当
岩
〔
註
評
論
㍗
き
法
菩
 
と
の
関
わ
り
が
特
に
看
取
れ
る
 
 

が
、
そ
の
関
わ
り
は
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
、
に
対
し
て
も
言
え
る
。
 
 

例
え
ば
、
ワ
イ
ル
ド
は
、
「
芸
術
家
と
し
て
の
批
評
家
」
に
お
い
て
、
 
 

ご
く
平
凡
な
日
常
を
送
っ
て
い
た
ひ
と
り
の
人
間
が
偶
然
に
あ
る
不
 
 

思
議
な
音
楽
に
出
会
い
そ
の
感
興
で
起
き
る
急
激
な
変
化
へ
の
想
像
 
 

を
語
る
が
、
そ
こ
に
、
珍
し
い
幕
末
の
行
進
曲
を
開
い
て
、
恍
惚
と
 
 

し
た
不
可
思
議
な
力
を
切
掛
け
に
批
評
家
と
な
る
と
い
う
「
や
ぼ
 
 

ん
・
ま
る
ち
」
 
の
青
年
主
人
公
の
設
定
の
発
想
の
モ
チ
ー
フ
ヘ
の
示
 
 

唆
性
を
見
て
取
る
の
は
強
引
な
連
想
で
は
あ
る
ま
い
。
，
ご
c
a
n
野
口
童
 
 

a
m
a
n
w
h
O
b
a
d
訂
d
a
p
e
－
爵
c
t
－
y
c
O
m
m
O
n
p
－
a
c
e
－
i
許
ゝ
e
a
r
i
n
g
b
y
 
 

C
h
賀
C
e
S
O
m
e
C
u
夢
ロ
u
S
p
－
e
C
e
O
f
m
u
s
－
C
も
n
d
s
u
d
d
e
n
l
y
d
i
s
c
O
謡
「
 
 

l
n
g
t
h
a
t
h
i
s
s
O
u
1
．
宅
i
t
h
O
u
t
h
i
s
b
e
i
n
g
c
O
n
S
C
i
O
u
∽
象
i
t
．
h
a
d
 
 

p
a
s
s
e
d
t
h
r
O
u
g
b
t
e
邑
b
訂
e
眉
e
ユ
e
n
c
e
s
も
邑
k
ぎ
W
日
野
a
註
三
O
y
－
 
 

O
r
W
i
－
d
r
O
m
a
n
t
i
c
－
○
扁
S
も
r
g
r
e
a
t
r
e
n
u
n
C
i
a
t
i
毒
S
二
僕
は
、
ま
っ
 
 

た
く
平
凡
な
日
常
を
送
っ
て
い
た
人
間
が
、
偶
然
に
あ
る
不
思
議
な
 
 

音
楽
を
聞
い
て
、
意
識
も
し
な
い
う
ち
に
、
急
に
自
分
の
魂
が
恐
る
 
 

べ
き
経
験
を
経
て
、
猛
烈
な
喜
び
を
覚
え
た
り
、
放
玲
で
ロ
マ
ン
チ
 
 

ッ
ク
な
恋
を
感
じ
た
り
、
偉
大
な
る
断
念
を
悟
っ
た
り
す
る
こ
と
を
 
 

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
－
拙
訳
）
 
（
～
已
芸
恥
訂
莞
㍉
叫
ポ
屯
 
 

C
註
紆
e
ゝ
認
証
（
ど
已
O
n
‥
M
e
t
h
u
e
n
こ
芝
¢
こ
N
t
h
e
d
．
も
．
－
書
）
 
 

『
保
田
輿
重
郎
全
集
』
、
第
一
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
五
年
、
以
下
の
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9 垂  

本
文
引
用
の
と
き
は
、
引
用
箇
所
の
頁
数
の
み
表
記
す
。
 
 

幕
末
か
ら
明
治
に
お
け
る
文
明
開
化
期
に
、
西
洋
の
移
入
は
音
楽
も
 
 

例
外
で
は
な
く
、
洋
楽
の
受
容
史
の
発
端
は
、
そ
の
多
く
を
軍
隊
行
 
 

進
曲
に
負
っ
た
。
日
本
の
最
初
の
軍
楽
隊
（
三
十
名
の
薩
摩
藩
軍
禁
 
 

隊
）
 
は
、
明
治
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
人
フ
エ
ン
ト
ン
の
指
導
に
よ
っ
て
 
 

組
織
さ
れ
た
と
い
う
。
以
上
の
背
景
は
、
樋
口
覚
の
「
「
や
ぼ
ね
ま
 
 

る
ち
」
－
萩
原
朔
太
郎
と
保
田
輿
重
郎
の
行
進
曲
論
」
に
詳
し
い
。
 
 

こ
の
論
文
に
は
、
日
本
の
文
明
開
化
期
に
お
け
る
西
洋
の
軍
楽
の
受
 
 

容
史
の
観
点
か
ら
、
萩
原
朔
太
郎
「
太
平
洋
行
進
曲
論
」
と
保
田
輿
 
 

重
郎
（
「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
）
 
の
行
進
曲
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
『
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
、
第
四
十
四
巻
十
三
号
、
一
九
 
 

九
九
年
十
一
月
号
、
四
十
四
～
五
十
二
頁
。
）
 
 

『
全
集
』
、
第
四
十
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
九
年
、
一
五
九
頁
。
 
 

大
岡
信
は
、
こ
の
宣
言
の
飛
躍
に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
近
 
 

代
の
終
焉
へ
の
移
動
の
兆
し
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
保
田
輿
重
郎
ノ
 
 

ー
ト
」
、
〔
『
大
岡
信
著
作
集
』
、
青
土
社
、
昭
和
五
十
二
年
、
三
十
九
 
 

頁
。
初
出
は
、
一
九
五
八
年
八
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
『
ユ
リ
イ
 
 

カ
』
 
に
発
表
。
〕
）
 
 

大
岡
信
は
、
悪
文
と
い
う
保
田
の
文
章
の
戦
略
的
側
面
に
つ
い
て
次
 
 

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
保
田
氏
の
（
悪
文
）
は
つ
と
に
有
名
だ
 
 

が
、
こ
の
（
悪
文
）
は
、
現
実
の
同
時
的
多
面
性
を
、
そ
の
荒
々
し
 
 

い
抵
抗
感
を
む
し
ろ
支
え
と
し
な
が
ら
、
言
葉
の
秩
序
の
中
に
転
換
 
 

し
起
ら
せ
る
た
め
に
文
章
が
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
倍
屈
、
凝
縮
、
飛
 
 

躍
と
い
っ
た
美
徳
ゆ
え
の
悪
文
で
は
な
い
。
逆
に
そ
れ
は
、
現
実
の
 
 

同
時
的
多
面
性
を
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
、
読
者
の
視
像
を
撹
乱
さ
せ
 
 

な
が
ら
、
保
田
氏
の
あ
ら
か
じ
め
企
図
し
た
方
向
へ
読
者
の
精
神
を
 
 

さ
そ
い
こ
ん
で
ゆ
く
た
め
の
方
便
の
ご
と
き
感
が
あ
る
時
さ
え
あ
 
 

る
。
」
 
（
前
掲
書
、
七
十
人
頁
。
）
 
 

例
え
ば
、
保
田
の
文
体
を
論
じ
た
野
口
武
彦
の
「
H
本
の
近
代
主
義
 
 

が
作
り
出
し
、
軍
人
言
葉
が
荒
ら
し
つ
く
し
た
不
毛
の
荒
野
に
、
か
 
 

っ
て
沃
野
を
夢
み
よ
う
と
す
る
抒
情
の
潅
漑
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
 
 

も
そ
う
い
っ
た
事
情
の
一
面
を
窺
わ
せ
る
。
（
「
魔
性
の
日
本
語
に
つ
 
 

い
て
ー
保
田
与
重
郎
の
メ
タ
プ
リ
テ
ィ
ク
」
〔
『
ユ
リ
イ
カ
』
、
一
九
 
 

八
一
年
、
第
十
三
巷
第
二
号
、
一
四
二
頁
。
）
 
 

想
像
を
用
い
な
が
ら
作
品
の
発
想
を
語
る
批
評
は
、
そ
の
後
も
、
保
 
 

田
の
評
論
に
基
本
軸
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
 
 

一
例
に
、
昭
和
二
十
七
年
の
「
藤
村
の
詩
」
と
い
う
作
品
論
が
あ
る
。
 
 

保
田
は
、
藤
村
の
『
落
梅
集
』
に
村
し
「
こ
の
集
の
意
固
と
そ
の
時
 
 

の
條
件
、
状
態
の
、
想
像
を
絶
し
た
や
う
な
も
の
さ
へ
あ
る
」
と
述
 
 

べ
、
中
就
「
鼠
を
あ
は
れ
む
」
と
い
う
作
品
を
取
り
あ
げ
、
保
田
も
 
 

そ
の
想
像
に
苦
し
む
様
子
で
、
「
余
は
誰
人
か
藤
村
の
侍
記
作
家
に
 
 

乞
う
て
、
こ
の
作
の
背
景
に
つ
い
て
の
見
解
を
知
り
得
た
い
と
思
ふ
。
 
 

こ
の
背
景
と
な
つ
た
特
殊
な
事
件
、
も
し
く
ぼ
心
境
を
知
り
た
い
」
 
 

（
三
六
五
頁
。
）
と
述
べ
て
い
る
。
と
い
い
つ
つ
も
、
保
田
は
、
こ
の
 
 

詩
に
つ
い
て
も
、
「
余
は
こ
れ
を
よ
ん
で
寒
気
を
昧
つ
た
。
即
ち
被
 
 

害
を
外
に
蹄
し
て
、
何
ん
と
も
い
へ
ぬ
嫌
悪
が
、
こ
と
ご
と
く
終
了
 
 

し
た
好
ま
し
い
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
ひ
や
ゝ
か
に
人
を
憎
み
、
 
 

人
を
あ
ざ
け
つ
た
歌
は
、
数
少
な
い
」
と
、
や
や
突
飛
な
感
じ
の
す
 
 

る
感
想
を
、
彼
の
得
意
の
感
性
に
よ
る
想
像
力
を
述
べ
て
い
る
。
 
 

（
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
昭
和
六
十
一
年
、
三
六
五
⊥
二
大
七
頁
、
初
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出
は
、
『
祖
国
』
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
）
に
発
表
。
）
 
 

「
や
ぼ
ん
・
ま
る
ち
」
に
お
い
て
は
、
批
評
対
象
に
自
ら
の
感
性
を
 
 

読
み
取
る
こ
と
に
、
「
私
」
の
躊
躇
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
、
 
 

「
私
」
 
の
批
評
家
と
し
て
の
立
場
の
確
立
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

批
評
家
と
し
て
の
立
場
の
確
立
を
示
さ
な
い
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
 
 

特
有
の
享
受
の
感
性
は
戸
惑
い
と
躊
躇
と
を
伴
っ
て
描
か
れ
る
。
例
 
 

え
ば
、
昭
和
七
年
六
月
の
『
コ
ギ
ト
』
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
問
答
 
 

師
の
憂
鬱
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
「
僕
」
は
、
批
評
対
象
の
享
受
 
 

に
お
い
て
、
帰
納
的
論
理
を
常
に
遮
る
自
分
の
演
緯
的
感
性
を
不
安
 
 

気
に
見
つ
め
る
姿
が
見
か
け
ら
れ
る
。
「
問
答
師
の
憂
鬱
？
 
－
 
 

又
も
僕
は
作
品
を
享
け
い
れ
る
よ
り
、
自
分
の
気
分
の
中
で
作
品
を
 
 

素
材
と
し
て
別
の
新
し
い
作
品
を
創
り
出
さ
う
、
作
品
を
通
じ
て
他
 
 

の
作
品
を
再
び
生
産
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
〔
－
〕
 
い
つ
 
 

か
そ
れ
に
反
発
す
る
意
志
も
失
っ
て
、
そ
の
ま
、
僕
は
問
答
師
の
憂
 
 

鬱
を
叔
母
に
聯
閲
さ
せ
て
自
身
の
憂
鬱
に
浄
化
し
ょ
う
と
企
て
ゝ
ゐ
 
 

た
。
」
（
『
全
集
』
、
第
二
巻
、
七
十
七
～
七
十
人
頁
。
）
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