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「
失
い
つ
づ
け
た
す
べ
て
の
も
の
の
打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
所
」
と

「
行
く
べ
き
と
こ
ろ
」
と
の
間
で

-
　
文
学
教
育
の
　
「
転
回
」
　
と
　
「
希
望
」
　
の
た
め
に
　
-

山
　
　
元
　
　
隆
　
　
春

-
　
須
貝
千
里
の
問
い

須
貝
千
里
は
二
〇
〇
六
年
九
月
の
本
誌
「
読
む
」
欄
で
'
拙
著
「
文
学
教
育

基
環
論
の
構
築
-
読
者
反
応
を
核
と
し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
実
践
に
向
け
て
-
」
川

を
検
討
の
対
象
と
し
た
5
.
「
言
葉
ひ
と
つ
」
と
冠
さ
れ
た
こ
の
論
考
は
'
拙

著
に
対
し
て
き
わ
め
て
真
筆
か
つ
丁
寧
な
議
論
を
示
し
な
が
ら
'
文
学
教
育
の

「
転
回
」
　
の
条
件
を
問
う
た
論
文
で
あ
っ
た
。
か
さ
だ
け
が
多
い
拙
著
を
幾
た

び
も
読
み
返
し
'
拙
著
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
一
貫
し
た
矛
盾
や
問
題
点

を
鋭
く
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
論
川
を
踏
ま
え
な
が
ら
'
須
貝
は
亭
っ
。

バ
ル
ト
は
「
テ
ク
ス
ト
」
を
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
と
し
て
問
題
に
L
t

「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
と
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
を
排
し
て
い
る
。
読
む
こ

と
は
「
通
過
で
あ
り
'
横
断
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
行
為
で
あ
り
'
「
テ
ク
ス
ト
」

は
そ
の
行
為
の
所
産
と
し
て
の
一
回
性
の
現
象
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
の
行
為

は
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
　
(
元
の
文
章
)
　
に
還
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
'
「
還
元

不
可
能
な
複
数
性
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
読
ん
だ
後
の
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」

(
元
の
文
章
)
　
は
「
物
質
の
断
片
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
「
テ
ク
ス
ト
」
で

は
な
い
。
何
度
同
じ
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
　
(
元
の
文
章
)
を
読
み
返
し
て
も
'

問
題
は
原
理
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
の
有
限
性
へ
の
徹
底
的
な

自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
バ
ル
ト
は
「
テ
ク
ス
ー
に
定
義
は
な
い
」
と
言
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
へ
山
元
氏
の
「
テ
ク
ス
ト
」
は
「
書
か
れ
た
モ
ノ
」
(
元
の
文
章
)

の
こ
と
で
あ
り
'
読
む
こ
と
の
対
象
で
あ
る
。
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
相
互
作

用
」
と
は
「
作
品
」
を
生
み
出
し
て
い
-
過
程
で
あ
る
。
「
テ
ク
ス
ト
」
　
の
表

現
や
叙
述
が
「
読
者
」
に
働
き
か
け
へ
「
読
者
」
の
内
面
世
界
が
「
テ
ク
ス
ト
」

に
働
き
か
け
る
。
こ
れ
が
「
相
互
作
用
」
で
あ
る
。
「
テ
ク
ス
-
と
読
者
」
　
の

関
係
は
生
き
て
還
る
関
係
で
あ
り
'
両
者
は
と
も
に
実
体
(
モ
ノ
)
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
'
従
来
の
「
作
品
と
読
者
」
と
い
う

関
係
に
通
底
し
て
お
り
'
表
面
的
に
「
作
品
」
と
い
う
重
さ
を
減
量
す
る
こ
と

に
は
な
っ
て
も
ち
同
様
に
実
体
論
の
範
噂
を
超
え
て
い
な
い
。

こ
こ
が
問
題
で
あ
る
。
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こ
れ
を
認
め
て
し
ま
え
ば
'
氏
の
「
テ
ク
ス
ト
」
は
「
物
質
の
断
片
」
を
蘇

生
さ
せ
'
生
き
て
還
る
場
所
と
な
-
'
読
み
の
正
解
を
担
保
す
る
実
体
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
-
'
同
時
に
「
読
者
」
と
い
う
実
体
も
機
能
さ
せ

よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
へ
　
そ
こ
に
エ
セ
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
事
態
が
出

現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
態
を
バ
ル
ト
は
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
と
し

て
'
徹
底
的
に
排
し
た
。
「
テ
ク
ス
ト
」
を
完
全
に
実
体
か
ら
切
り
柾
さ
な
け

れ
ば
'
テ
ク
ス
ト
論
は
画
期
的
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

山
元
氏
の
「
テ
ク
ス
ト
」
と
バ
ル
ト
の
「
テ
ク
ス
ト
」
　
の
違
い
は
'
「
テ
ク

ス
ト
=
書
か
れ
た
モ
ノ
」
と
「
読
者
」
と
い
う
二
元
論
で
考
え
る
の
か
'
「
チ

ク
ス
ト
=
読
書
行
為
そ
の
も
の
」
と
い
う
一
元
論
で
考
え
る
か
の
違
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
違
い
に
気
づ
き
'
読
む
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
考
え
抜
-

こ
と
が
'
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
場
合
に
決
定
的
に
重
要
な
こ

と
な
の
で
あ
る
i
o

わ
た
く
L
が
拙
著
に
お
い
て
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
相
互
作
用
過
程
」
を

拙
著
の
中
心
的
探
究
課
題
と
し
た
こ
と
は
'
須
貝
が
的
確
に
述
べ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。
そ
の
「
相
互
作
用
過
程
」
を
わ
た
-
L
は
次
の
よ
う
な
ヴ
オ
ル
フ
ガ

ン
グ
・
イ
-
ザ
I
の
言
に
し
た
が
っ
て
「
作
品
」
(
バ
ル
ト
の
言
う
'
作
家
の
こ

し
ら
え
た
「
作
品
」
と
は
異
な
る
t
と
考
え
る
)
　
と
し
た
。

作
品
は
読
者
に
よ
る
具
体
化
を
ま
っ
て
'
初
め
て
そ
の
生
命
を
も
つ
が
ゆ
え

に
'
テ
ク
ス
-
以
上
の
も
の
で
あ
り
'
具
体
化
は
読
者
の
主
観
に
全
く
束
縛
さ

れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
'
そ
の
主
観
性
は
テ
ク
ス
ト
が
与
え
る
条
件
を
枠
と
し

て
働
い
て
い
る
。
つ
ま
-
'
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
が
収
欽
す
る
場
所
に
'
文
学

作
品
が
位
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
潜
在
的
に
し

か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
'
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
も
'
読
者
の
主
観
に
も
還

元
し
え
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
い
換
え
れ
ば
'
文
学
作
品
は
'
読
書
過

程
に
お
い
で
の
み
そ
の
独
自
の
姿
を
示
す
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
へ

こ
れ
か
ら
の
論
議
で
文
学
作
品
と
い
え
ば
'
テ
ク
ス
ト
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
た

読
者
が
遂
行
す
る
構
成
過
程
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
'
文
学
作
品
と

は
'
読
者
の
意
識
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
が
構
成
さ
れ
た
状
態
を
指
す
5
0

ま
た
'
次
の
よ
う
な
ル
イ
-
ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ
-
の
言
に
し
た
が
っ
て
へ

「
交
流
」
で
あ
る
と
し
た
。

小
説
や
詩
や
戯
曲
は
'
読
者
が
そ
れ
を
一
組
み
の
意
味
の
あ
る
シ
ン
ボ
ル
へ

と
変
換
し
な
け
れ
ば
'
単
な
る
ペ
ー
ジ
上
の
イ
ン
ク
の
染
み
の
ま
ま
で
あ
る
0

文
学
作
品
は
'
読
者
と
テ
ク
ス
ト
と
の
間
で
生
じ
る
生
き
た
回
路
の
う
ち
に
あ

ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
読
者
は
言
語
シ
ン
ボ
ル
の
バ
タ
ー
ン
に
知
的
・
情
描

的
な
意
味
を
吹
き
込
み
'
ま
た
言
語
シ
ン
ボ
ル
の
パ
タ
ー
ン
は
読
者
の
思
考
と

感
情
を
導
く
。
こ
う
い
っ
た
複
雑
な
過
程
の
結
果
と
し
て
'
程
度
の
差
こ
そ
め

れ
組
織
化
さ
れ
た
想
像
的
経
験
が
生
じ
て
く
る
㈲
。

文
学
経
験
と
は
'
読
者
と
テ
ク
ス
ト
と
の
(
交
流
(
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
)
)
で
あ

る
と
言
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
想

ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
「
交
流
」
が
'
あ
る
一
つ
の
状
況
の
な
か

で
営
ま
れ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
'
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
に
と
っ
て

「
テ
ク
ス
ト
」
　
(
須
貝
の
言
う
「
元
の
文
章
」
)
と
「
読
者
」
と
が
あ
る
一
つ
の
状

況
下
で
か
か
わ
り
あ
う
営
み
は
　
「
相
互
作
用
(
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
)
」
　
で
は
な
-
「
交
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流
」
　
で
あ
り
'
一
回
性
の
経
験
で
あ
る
。

わ
た
く
L
は
こ
う
し
た
イ
-
ザ
I
と
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
議
論
を
も
と
に

拙
著
を
ま
と
め
て
い
る
が
'
「
交
流
」
と
右
に
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
が
述
べ
る

過
程
で
営
ま
れ
る
な
か
で
イ
-
ザ
I
の
言
う
「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
'
今
も
考
え
て
い
る
。
本
論
の
な
か
で
は
'

そ
の
「
交
流
」
(
「
生
き
た
回
路
」
)
　
の
な
か
で
'
須
貝
の
言
う
意
味
の
「
テ
ク
ス

ト
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
-
。
そ
の
こ
と
を

通
し
て
'
拙
著
に
対
す
る
須
貝
の
問
い
に
不
十
分
な
が
ら
応
じ
'
「
文
学
教
育
」

の
「
転
回
」
と
「
希
望
」
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
テ
ク
ス
ト
・
作
品
・
読
者
二
父
流

須
貝
は
言
う
。

「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
「
言
葉
ひ
と
つ
」
　
の
問
題
は
'
「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
」
が

「
対
象
そ
の
も
の
」
と
の
隔
絶
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
知
覚
以
前
の
対
負

の
実
体
性
の
領
域
と
の
葛
藤
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
'
日
々
も
わ
た
し
た
ち
は

世
界
を
創
り
変
え
て
い
る
t
と
い
う
問
題
と
向
き
合
う
た
め
の
扉
と
な
っ
て
い

る
。
知
覚
以
前
と
は
言
葉
以
前
の
額
域
で
あ
り
'
実
体
と
し
て
の
「
対
象
そ
の

も
の
」
で
は
な
い
㈱
。

「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
」
が
「
対
象
そ
の
も
の
」
と
の
「
開
絶
に
晒
さ
れ
て
い
る
」

事
態
と
は
何
か
。
「
知
覚
以
前
の
対
象
の
実
体
性
の
領
域
と
の
葛
藤
と
い
う
事

態
」
と
は
何
か
.

読
書
し
た
後
'
そ
の
本
の
内
容
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
た
-
L
に
は
少

な
く
な
い
。
し
か
し
'
そ
れ
で
も
へ
頭
の
な
か
に
あ
る
い
-
つ
か
の
記
憶
の
断

片
を
も
と
に
し
て
わ
た
く
L
は
そ
の
本
に
つ
い
て
語
る
。
た
と
え
は
'
先
日
わ

た
く
L
は
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
　
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
N
e
く
e
r
 
L
e
t
 
M
e

G
o
芯
を
読
ん
だ
。
r
わ
た
し
を
維
さ
な
い
で
」
に
つ
い
て
語
る
ひ
と
と
ひ
と
と

の
問
で
見
解
の
相
異
が
生
じ
た
場
合
'
い
ず
れ
が
説
得
力
を
持
つ
か
と
い
う
こ

と
を
仮
に
決
め
る
と
し
て
　
(
ひ
と
は
常
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
)
'
各
々
の
見
解
の
根
拠
を
求
め
て
　
r
わ
た
し
を
粧
さ
な

い
で
」
を
再
び
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
場
合
t
 
r
わ
た
し
を
推

さ
な
い
で
j
　
の
こ
こ
に
こ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
か
ら
わ
た
-
し
の
解

釈
の
方
が
正
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

も
し
も
r
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
l
　
の
こ
と
ば
を
正
確
に
引
用
す
る
こ
と
が

解
釈
の
妥
当
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
'
r
わ
た
し
を
推
さ
な

い
で
j
を
す
べ
て
内
化
し
た
ひ
と
(
す
な
わ
ち
全
文
を
暗
記
し
て
い
る
ひ
と
)
が

も
っ
と
も
妥
当
な
解
釈
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
'
実
際

の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
に
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
r
わ
た
し
を
離
さ
な
い

で
』
　
の
こ
と
ば
を
い
か
に
正
確
に
記
憶
し
て
い
て
も
へ
　
そ
の
ひ
と
の
解
釈
が

も
っ
と
も
説
得
力
に
富
む
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

拙
著
で
わ
た
く
L
が
用
い
た
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
は
'
お
も
に
「
書

か
れ
た
モ
ノ
」
を
指
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
'
紙
そ
の
他
の
媒
体
に
手
書
き
で

書
き
込
ま
れ
た
り
'
印
刷
さ
れ
た
り
'
電
子
的
に
作
成
さ
れ
た
-
し
た
モ
ノ
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
　
そ
れ
に
は
物
質
性
が
あ
-
は
す
る
け
れ
ど
も
'
わ
た
-
し

た
ち
は
紙
(
の
東
)
を
読
ん
だ
り
'
石
を
読
ん
だ
り
'
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
読
む

わ
け
で
は
な
い
。
「
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
と
い
う
と
き
に
'
わ
た
く
し
た
ち
が

読
む
の
は
イ
ン
ク
の
シ
ミ
で
あ
っ
た
り
'
液
晶
モ
ニ
タ
ー
の
ド
ッ
ト
が
紙
-
な

す
紋
様
で
あ
っ
た
-
す
る
。
だ
が
'
も
ち
ろ
ん
「
テ
ク
ス
-
」
　
の
指
し
示
す
対

象
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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あ
ら
ゆ
る
「
表
徴
」
を
も
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
へ
　
お
な
か
を

押
さ
え
て
苦
痛
に
顔
を
ゆ
が
め
て
い
る
人
物
を
目
の
前
に
し
た
と
き
に
'
わ
た

-
し
た
ち
は
「
ど
う
し
た
の
で
す
か
?
」
と
声
を
か
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
へ

わ
た
く
し
た
ち
は
そ
の
人
物
が
.
「
腹
痛
」
を
訴
え
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
o

少
な
く
と
も
そ
の
人
物
の
「
表
徴
」
を
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
り
へ
そ
の
と
き
そ

の
人
物
の
「
表
徴
」
は
解
釈
す
る
わ
た
-
L
に
と
っ
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
な
る
。

で
は
(
腹
痛
を
訴
え
る
人
物
)
と
い
う
「
作
品
」
を
作
っ
た
わ
た
-
し
の
行
為

は
是
か
非
か
。
そ
の
後
に
そ
の
人
物
を
病
院
に
連
れ
て
行
っ
た
わ
た
-
し
の
行

為
は
是
か
非
か
。
さ
ら
に
へ
　
そ
の
人
物
の
行
為
が
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の

病
院
で
当
人
か
ら
暴
露
さ
れ
て
'
呆
然
と
す
る
わ
た
-
L
は
滑
稽
な
存
在
か
。

わ
た
く
L
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
人
物
の
様
子
(
「
テ
ク
ス
ト
」
)

を
解
釈
し
て
　
(
腹
痛
を
訴
え
る
人
物
〉
と
い
う
「
作
品
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
わ

た
く
し
　
(
「
読
者
」
)
　
の
行
為
は
報
わ
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
わ

た
く
L
が
そ
の
人
物
を
(
心
配
し
た
)
と
い
う
こ
と
は
残
る
。
慌
て
て
病
院
に

連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
事
実
は
残
る
。
そ
の
ひ
と
を
ど
う
に
か
し
て
問
題
の
な

い
状
態
に
し
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
気
持
ち
は
残
る
。
そ
の
と
き
の
わ
た
-
L
は

「
だ
ま
さ
れ
や
す
い
」
読
者
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
鋭
敏
な
」
読
者
で
あ

れ
ば
'
構
成
す
る
「
作
品
」
は
ま
た
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
鋭

敏
な
」
読
者
で
あ
れ
ば
へ
そ
の
人
物
の
行
為
(
「
テ
ク
ス
ト
」
)
　
の
な
か
に
ど
こ

か
つ
じ
っ
ま
の
あ
わ
な
い
部
分
(
プ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
(
脆
弱
な
)
要
素
)
を
見
つ

け
'
そ
れ
を
演
技
だ
と
看
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
例
は
'
「
テ
ク
ス
ト
」
を
「
実
体
」
と
し
て
み
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
の
頭
の
な
か
で
作
り
上
げ
た
例
で
あ
る
と
は
い
え
へ
あ
る
人
物
の
行

為
に
言
い
及
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
「
実
体
」
だ
と
言
え
な
-
も
な
い
。
し
か
し
'

こ
こ
で
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
い
る
の
は
あ
る
人
物
そ
の
ひ
と
で
は
な
い
。
そ

ヽ
ヽ

の
人
物
の
行
為
な
の
だ
。
そ
の
行
為
が
何
か
の
「
表
徴
」
と
な
っ
て
い
る
と
わ

ヽ

ヽ

ヽ

た
く
L
が
見
な
し
た
の
で
へ
　
そ
の
行
為
は
「
テ
ク
ス
ト
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
a

そ
し
て
へ
　
そ
の
人
の
行
為
を
わ
た
-
L
が
「
表
敬
」
と
見
な
す
こ
と
と
'
そ
の

人
の
行
為
が
「
テ
ク
ス
ト
」
と
な
る
こ
と
と
'
そ
れ
を
わ
た
く
L
が
解
釈
し
て

r
^
V
^
K
^
K

(
腹
痛
を
訴
え
る
人
物
)
と
い
う
「
作
品
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
ほ
ほ
同
時

ヽに
営
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

じ
っ
に
わ
か
り
に
く
い
物
言
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
わ
た
く
L
が
拙
著

に
お
い
て
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
相
互
作
用
」
が
「
作
品
」
を
生
み
出
す
と

述
べ
た
の
は
'
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
'
そ
の
「
相
互
作
用
」
　
の

過
程
も
「
作
品
」
も
一
国
性
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
こ
と
の
で
き
な

い
行
為
に
な
る
の
だ
。

読
者
の
な
か
に
「
テ
ク
ス
ト
」
が
成
り
立
つ
こ
と
と
、
そ
の
読
者
に
と
っ
て

の
「
作
品
」
が
生
起
す
る
こ
と
は
同
時
に
営
ま
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
テ
ク
ス

ト
」
を
「
解
釈
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
t
と
も
言
え
る
。
読
む
と
い
う
行
為

を
上
述
の
よ
う
に
捉
え
て
し
ま
う
な
ら
'
解
釈
の
妥
当
性
の
担
保
を
「
テ
ク
ス

ト
」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。

先
ほ
ど
の
お
な
か
を
押
さ
え
た
人
物
の
例
で
言
え
ば
、
わ
た
-
し
の
生
み
出

す
「
テ
ク
ス
ト
」
は
わ
た
く
L
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い

か
ら
だ
。
他
の
ひ
と
は
　
(
「
明
敏
な
」
ひ
と
は
)
そ
れ
が
演
技
だ
と
考
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
が
'
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
れ
で
も
「
表
故
」
を
繰
り
返
し
読
む
こ

と
は
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
「
表
徴
」
を
捉
え
た
の
は
わ
た
く
し
の
主
観
で
あ

り
、
「
作
品
」
を
生
起
さ
せ
た
の
も
わ
た
く
し
の
主
観
で
あ
れ
ば
'
「
テ
ク
ス
ト
」

も
主
観
の
な
か
に
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
'
先
ほ
ど
も
述
べ

た
よ
う
に
'
た
と
え
ば
　
r
わ
た
し
を
粧
さ
な
い
で
』
を
議
論
す
る
と
き
に
'
つ

ね
に
元
の
文
章
に
戻
り
な
が
ら
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
'
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目
の
前
に
あ
る
文
章
を
参
照
し
て
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
議
論

が
論
者
の
頭
の
な
か
に
築
か
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
」
を
も
と
に
た
た
か
わ
さ
れ
て

い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
な
お
'
「
テ
ク
ス
ト
」
　
に
つ
い
て
の
考
え
は
そ
れ
で
よ

い
の
か
'
ほ
ん
と
う
に
よ
い
の
か
t
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
「
テ
ク
ス
ト
」
　
の

指
示
す
る
対
象
と
は
何
か
。

3
　
「
テ
ク
ス
ト
」
は
指
示
対
象
を
持
た
な
い
の
か

須
貝
の
論
及
は
わ
た
く
し
の
「
テ
ク
ス
ト
」
概
念
の
暖
昧
さ
を
鋭
く
指
摘
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
が
'
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
'
同
書
で

わ
た
く
L
は
ま
た
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
相
互
作
用
」
　
の
な
か
で
立
ち
現
れ

る
も
の
が
「
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
'
イ
-
ザ
I
や
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
述

べ
方
を
支
持
L
t
　
こ
れ
に
従
っ
て
論
述
を
進
め
て
も
い
る
。
こ
の
立
場
は
同
書

で
一
貫
さ
せ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

わ
た
く
L
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
醐
'
唯
1
少
し
ば

か
り
読
む
こ
と
の
で
き
る
英
語
文
献
の
な
か
で
の
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
語

(
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
日
本
語
に
相
当
す
る
t
e
x
t
と
い
う

請
)
　
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
育
学
者
で
文
学
に
対
す
る
読
者
反
応
の
研

究
で
多
く
の
著
作
を
持
つ
ア
ラ
ン
・
パ
ー
ヴ
イ
ス
の
遺
作
r
テ
ク
ス
ト
の
ウ
ェ

ブ
・
神
の
ウ
ェ
ブ
」
　
の
一
節
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

W
h
e
n
 
w
e
 
t
h
i
n
k
 
a
b
o
u
t
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
.
w
e
 
t
h
i
n
k
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
m
 
i
n

r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
 
t
h
i
n
g
w
e
 
c
a
l
l
 
a
t
e
x
t
.
T
h
e
 
t
e
x
t
i
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n

e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
a
 
l
a
r
g
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
(
o
r
 
p
e
r
h
a
p
s
 
o
n
e
 
o
f

t
h
e
 
c
o
m
m
o
n
 
e
l
e
m
e
n
t
s
)
.
B
u
t
h
o
w
 
w
e
 
t
h
i
n
k
 
o
f
a
 
t
e
x
t
 
c
a
n
 
v
a
r
y
;
w
e

c
a
n
s
e
e
i
t
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
u
t
h
o
r
,
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
o
o
t
h
e
r
t
e
x
t
s
,
t
o

t
h
e
 
w
o
r
l
d
,
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
a
d
e
r
.
T
h
a
t
 
i
s
,
t
h
e
 
t
e
x
t
 
c
a
n
 
b
e
 
s
e
e
n
 
a
s
 
a
n

e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
o
f
a
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
w
h
o
s
e
 
n
a
m
e
 
w
e
 
m
a
y
 
k
n
o
w
;
s
o
m
e
o
n
e

w
r
o
t
e
a
l
e
t
t
e
r
o
r
a
b
o
o
k
,
a
n
d
w
e
c
a
n
w
o
n
d
e
r
w
h
a
t
s
h
e
m
e
a
n
t
.
B
u
t

w
e
c
o
u
l
d
s
i
m
p
l
y
s
e
e
i
t
a
s
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
r
w
r
i
t
t
e
n
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
n
w
h
i
c
h

c
a
s
e
w
e
w
o
u
l
d
j
u
s
t
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
a
n
d
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d

s
e
e
 
w
h
a
t
 
m
e
a
n
i
n
g
 
e
m
e
r
g
e
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
m
.
T
h
a
t
 
i
s
 
w
h
a
t
 
p
e
o
p
l
e
 
d
o

w
h
e
n
t
h
e
y
 
t
r
y
t
o
d
e
c
i
p
h
e
r
a
s
t
r
a
n
g
e
o
r
m
y
s
t
e
r
i
o
u
s
t
e
x
t
l
i
k
e
 
t
h
e

R
o
s
e
t
t
a
s
t
o
n
e
.
A
n
o
t
h
e
r
w
a
y
o
f
l
o
o
k
i
n
g
a
t
a
n
y
o
n
e
t
e
x
t
i
s
t
o
s
e
e
i
t

i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
a
l
l
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
t
e
x
t
s
 
t
h
a
t
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
w
r
i
t
t
e
n
,
a
s
 
i
f
i
t

w
e
r
e
a
p
a
r
t
o
f
a
l
a
r
g
e
j
i
g
s
a
w
p
u
z
z
l
e
o
f
t
e
x
t
s
.
S
c
h
o
l
a
r
s
o
f
t
h
e
B
i
b
l
e

d
o
t
h
i
s
w
h
e
n
t
h
e
y
t
r
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
o
n
e
G
o
s
p
e
l

t
o
 
a
n
o
t
h
e
r
,
o
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
w
h
e
r
e
 
o
n
e
 
g
r
o
u
p
 
o
f
p
r
o
h
e
t
s
 
f
i
t
s
 
i
n
t
o

t
h
e
 
l
a
r
g
e
r
 
s
c
h
e
m
e
 
o
f
 
p
r
o
p
h
e
c
y
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
S
t
i
l
l
 
a
n
o
t
h
e
r
 
w
a
y
 
o
f

v
i
e
w
i
n
g
t
h
e
 
t
e
x
t
 
i
s
 
a
s
 
a
 
p
o
i
n
t
 
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
a
n
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
w
o
r
l
d
;

f
o
r
 
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
 
a
s
s
u
m
e
 
t
h
a
t
 
a
 
s
e
t
 
o
f
n
u
m
b
e
r
s
 
i
n
 
a
 
t
e
l
e
p
h
o
n
e

d
i
r
e
c
t
o
r
y
 
i
s
 
a
 
s
i
g
n
a
l
 
f
o
r
 
a
n
y
o
n
e
 
t
o
 
p
u
n
c
h
 
t
h
o
s
e
 
n
u
m
b
e
r
s
 
o
n
 
a

p
h
o
n
e
a
n
d
s
p
e
a
k
t
o
t
h
e
p
e
r
s
o
n
l
i
s
t
e
d
.
W
e
m
a
k
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
s
u
m
p
-

t
i
o
n
 
a
b
o
u
t
h
i
s
t
o
r
y
 
a
n
d
m
a
n
y
 
t
e
x
t
b
o
o
k
s
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
a
t
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
s

t
h
e
y
 
d
e
s
c
r
i
b
e
 
a
r
e
 
w
h
a
t
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
p
p
e
n
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
 
m
a
y
t
h
i
n
k

o
f
t
e
x
t
a
s
b
e
i
n
g
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
a
f
f
e
c
t
a
n
a
u
d
i
e
n
c
e
.
t
h
a
t
i
s
,
w
h
a
t
h
a
p
-

p
e
n
s
 
t
o
 
u
s
 
a
s
 
r
e
a
d
e
r
s
 
i
s
 
w
h
a
t
 
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
A
n
y
 
t
e
x
t
 
c
a
n
 
b
e

i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
n
y
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
p
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
s
e
t

o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
m
i
s
a
n
y
b
e
t
t
e
r
o
r
m
o
r
e
 
c
o
r
r
e
c
t
t
h
a
n
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a
n
y
 
o
t
h
e
r
,
b
u
t
 
s
c
h
o
l
a
r
l
y
 
w
a
r
s
 
a
r
e
 
f
o
u
g
h
t
o
v
e
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
p
r
e
-

v
a
i
l
;
a
n
d
w
h
i
c
h
o
n
e
d
o
e
s
p
r
e
v
a
i
l
a
t
a
g
i
v
e
n
t
i
m
e
c
a
n
a
f
f
e
c
t
a
g
r
e
a
t

n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
o
u
r
m
e
n
t
a
l
a
n
d
s
p
i
r
i
t
u
a
l
l
i
v
e
s
.
仙

【
山
元
試
訳
】
解
釈
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
'
私
た
ち
は
自
分
た
ち
が
テ
ク
ス

ト
と
呼
ぶ
も
の
と
の
関
係
で
考
え
る
も
の
だ
。
テ
ク
ス
ト
は
多
-
の
解
釈
の
共

通
の
要
素
な
の
で
あ
る
(
あ
る
い
は
へ
お
そ
ら
-
共
通
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
)
0

と
は
い
え
も
　
私
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
多
様
で
あ
る
。
私
た

ち
は
'
テ
ク
ス
ト
を
作
者
と
の
関
係
で
考
え
た
-
'
言
語
と
の
関
係
で
考
え
た

り
'
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
で
考
え
た
り
'
他
界
と
の
関
係
で
考
え
た
り
'

読
者
と
の
関
係
で
考
え
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
'
テ
ク
ス
ト
は
私
た
ち
が
そ
の

名
を
知
る
誰
か
の
表
現
し
た
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
誰
か
が
文
字

か
本
を
書
い
た
。
そ
し
て
'
私
た
ち
は
彼
女
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
'
私
た
ち
は
そ
れ
を

単
純
に
品
物
や
書
か
れ
た
言
葉
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
'
私
た

ち
は
語
桑
と
文
法
を
調
べ
て
'
そ
こ
か
ら
生
じ
る
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
'
ひ
と
が
'
ロ
ゼ
ッ
タ
・
ス
ト
ー
ン
の
よ
う
に
見
慣
れ
な
い
謎

め
い
た
テ
ク
ス
ト
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の

テ
ク
ス
ト
を
見
つ
め
る
今
ひ
と
つ
の
や
り
方
に
'
そ
れ
が
あ
た
か
も
複
数
の
テ

ク
ス
ト
か
ら
な
る
大
き
な
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
一
部
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
'

こ
れ
ま
で
書
か
れ
て
き
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
で
理
解
す
る
こ

と
が
あ
る
。
聖
書
の
学
者
た
ち
が
'
あ
る
ゴ
ス
ペ
ル
は
他
の
ゴ
ス
ペ
ル
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
き
わ
め
よ
う
と
し
た
り
'
預
言
者

の
一
団
が
予
言
書
の
大
き
な
見
取
り
図
の
ど
こ
に
自
分
た
ち
が
い
る
の
か
を
見

き
わ
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
'
テ

ク
ス
ト
の
今
ひ
と
つ
の
見
方
と
し
て
、
そ
れ
を
現
実
と
の
通
路
と
す
る
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
へ
私
た
ち
は
'
電
話
帳
の
な
か
の
ひ
と
そ
ろ
い
の
数

字
を
見
て
'
そ
れ
ら
の
数
字
の
キ
ー
を
順
に
押
せ
ば
へ
　
そ
の
リ
ス
ト
に
載
せ
ら

れ
た
ひ
と
と
話
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
信
号
だ
と
推
論
す
る
。
私

た
ち
は
同
様
の
推
論
を
'
歴
史
や
多
く
の
教
科
書
に
つ
い
て
行
う
。
す
な
わ
ち
'

そ
れ
ら
に
書
か
れ
て
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
と

考
え
る
の
だ
。
最
後
に
'
私
た
ち
は
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
-

仕
組
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
'
す
わ
な
ち
'
読
者
と
し
て
の
私
た
ち
に
何
が
生
じ
る

の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
も
っ
と
も
大
切
な
テ
ク
ス
ー
の
こ
と
を
考
え
て
も
よ

い
。
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
も
'
こ
の
よ
う
な
一
連
の
関
係
に
お
い
て
'
一
つ
か

そ
れ
以
上
の
意
見
を
参
照
し
な
が
ら
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
他
の
も
の
よ
り
ち

よ
い
と
か
正
し
い
と
か
い
う
も
の
は
な
い
が
'
ど
れ
が
説
得
力
を
持
つ
べ
き
か

と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
学
問
的
な
闘
い
が
み
ら
れ
る
。
あ
る
時
点
で
普
及
し

て
い
る
考
え
が
'
私
た
ち
の
精
神
生
活
の
他
の
多
-
の
側
面
に
影
響
を
及
は
す

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
れ
は
'
パ
ー
ヴ
イ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
t
e
x
t
(
テ
ク
ス
ト
)
を
論
じ
て
い
る

く
だ
り
の
一
部
で
あ
る
が
'
そ
れ
で
も
長
い
引
用
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
話
題
と
の
関
係
で
t
e
x
t
と
い
う
語
が
た
-
さ
ん
用

い
ら
れ
て
い
る
O
可
算
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
1
日
瞭
然
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
t
 
t
e
x
t
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
'
一
応
「
実
体
」
を
あ
ら
わ

す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
把
握
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
.
こ
こ
に
は
'
た
と
え
ば
t
e
x
t
を
「
解
釈
の
共
通
要
素
」
と
捉
え
る
見
方

が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
テ
ク
ス
ト
群
の
一
部
を
な
す
も
の
と
い
う
捉
え
方
'

「
現
実
と
の
通
路
」
と
い
う
捉
え
方
'
読
者
側
に
何
か
を
も
た
ら
す
よ
う
に
仕

掛
け
ら
れ
た
も
の
、
と
い
う
捉
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
拙
い
訳
の
終
わ
り
近
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-
'
「
他
の
も
の
よ
-
も
よ
い
と
か
正
し
い
と
か
い
う
も
の
は
な
い
が
'
ど
れ

が
説
得
力
を
持
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
学
問
的
な
闘
い
が
み
ら
れ

る
。
あ
る
時
点
で
普
及
し
て
い
る
考
え
が
'
私
た
ち
の
精
神
生
活
の
他
の
多
く

の
対
面
に
影
響
を
及
は
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
」
と
あ
る
。
バ
ー
ヴ
イ
ス
の

こ
う
し
た
考
証
は
t
 
t
e
x
t
を
「
実
体
」
と
し
て
捉
え
な
が
ら
も
'
そ
れ
が
さ

ま
ざ
ま
な
空
疎
あ
い
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
相
対
主
菜
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
o
 
L
か
L
t
 
t
e
x
t
の
意
味
を
誰

か
が
絶
対
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
拒
む
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
も
い
る
。
こ

れ
は
バ
ー
ヴ
イ
ス
が
「
読
者
反
応
」
研
究
の
立
場
に
立
つ
か
ら
と
い
う
理
由
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
バ
ー
ヴ
イ
ス
が
論
じ
て
い
る
の
は
'
立
場
に
よ
る

さ
ま
ざ
ま
な
t
e
x
t
観
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
t
e
x
t
(
正
確
に
は
t
e
x
t
e
だ
ろ
う
が
)

も
ま
た
'
バ
ル
ト
自
身
の
立
場
に
立
っ
て
t
e
x
t
を
規
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
バ
ー
ヴ
ィ
ス
の
こ
う
し
た
考
察
に
し
た
が
え
ば
'
従

来
わ
た
く
し
た
ち
が
「
作
品
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き
た
も
の
が
持
つ
の
と
同
様

の
指
示
対
象
を
t
e
x
t
が
有
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
'
主
と
し
て
こ
こ
で
の
パ
ー
ヴ
イ
ス
の
発
言
は
'
テ
ク
ス
ト
と
読

者
と
の
あ
い
だ
で
'
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
と
の
あ
い
だ
で
営
ま
れ

る
「
関
係
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
「
関
係
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
。
文
学
教
育
に

お
い
て
重
要
で
あ
り
'
揺
さ
ぶ
ら
れ
移
り
動
-
の
は
'
読
者
が
生
み
出
す
「
テ

ク
ス
ト
」
　
で
あ
り
'
反
応
の
方
で
あ
る
か
ら
だ
。
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
相

互
作
用
過
程
」
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
「
作
品
」
　
の
方
だ
か
ら
だ
。
こ
こ
で

言
う
「
作
品
」
は
作
家
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
の
こ
と
で
は
な
い
。
読

者
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
と
交
渉
し
な
が
ら
生
み
出
す
現
象
で
あ
り
'
そ
れ
が
生
み

出
さ
れ
る
過
程
。
そ
れ
ら
の
半
分
は
書
き
手
の
差
し
出
し
た
も
の
に
'
そ
し
て

半
分
は
読
者
の
抱
い
て
い
る
も
の
に
左
右
さ
れ
る
。

4
　
送
り
手
を
「
裏
切
る
」
行
為
と
し
て
の
読
み

カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
　
r
私
を
托
さ
な
い
で
」
　
は
'
英
米
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
I

に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
'
歴
史
に
名
を
刻
む
小
説
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
。
〓
試
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
の
だ
が
'
こ
の
小
説
の
舞
台
は
　
(
へ
-

ル
シ
ャ
ム
)
と
呼
ば
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
種
の
施
設
だ
。
そ
の
施
設
は
臓
器

の
「
提
供
」
を
す
る
た
め
に
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
た
`
ち
を
育
て
る
施
設
で
あ
る

こ
と
が
'
読
む
あ
い
だ
に
お
ぼ
ろ
げ
に
わ
か
っ
て
-
る
。
中
心
人
物
た
ち
は
そ

の
施
設
で
育
つ
少
年
・
少
女
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
子
た
ち
の
親
は
わ
か
ら
な
い
。

孤
児
院
の
よ
う
で
も
あ
り
へ
そ
う
で
も
な
い
。
そ
し
て
'
人
物
た
ち
の
運
命
が

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
'
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
'
そ
の
よ
う
な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

関
係
が
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
'
わ
た
-
し
た
ち
読
者
は
こ
の
小
説

を
意
味
づ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
'
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
の
小
説
を
読
ん
で
多
く
の
こ
と
を
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
語
り
手
(
キ
ャ
シ
ー
・
H
)
が
物
語
る
'
友
人
達
や
先
生
た
ち
と
の

日
常
は
'
読
み
進
め
る
に
つ
れ
'
読
者
で
あ
る
わ
た
-
し
た
ち
の
日
常
と
あ
ま

り
に
も
異
な
り
な
が
ら
t
 
L
か
L
t
あ
ま
り
に
も
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
'
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
れ
と
な
く
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

わ
た
く
し
自
身
は
こ
の
小
説
を
十
分
読
み
こ
な
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
へ
　
こ
の
語
り
手
も
(
ト
ミ
ー
)
や
(
ル
ー
ス
〉
と
い
っ
た
語
り
手
の
友
人

た
ち
が
'
(
ク
ロ
ー
ン
人
間
)
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
t
 
F
わ
た
し
を

離
さ
な
い
で
』
　
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
事
を
読
む
ま
で
は
思
い
浮
か
べ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
ま
で
読
み
進
め
て
も
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
　
が
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(
ク
ロ
ー
ン
人
間
)
　
の
教
育
施
設
で
あ
る
と
は
ど
こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

確
か
な
の
は
'
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
を
後
に
し
た
ひ
と
び
と
が
(
提
供
者
)
か

そ
の
(
介
護
人
)
と
な
る
以
外
に
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。

何
し
ろ
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
　
で
生
き
た
ひ
と
び
と
は
'
セ
ッ
ク
ス
を
禁
じ
ら
れ

て
は
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
自
ら
の
子
ど
も
を
残
す
こ
と
は
許
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
残
さ
れ
た
記
憶
以
外
に
は
'
そ
の
過
去
も

保
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
語
り
手
の
友
人
へ
ル
ー
ス
)
　
の
親
を
見
か
け
た
と
い

う
情
報
を
手
が
か
り
に
(
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
)
と
い
う
町
に
数
人
で
出
か
け
る
-

だ
-
が
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
親
か
も
し
れ
な
い
存
在
を
彼
女
た
ち
は
　
(
ポ
シ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ブ
ル
)
と
呼
ぶ
。
親
で
は
な
い
の
だ
。
可
能
性
と
し
て
の
親
を
捜
そ
う
と
す
る

(
ル
ー
ス
〉
た
ち
登
場
人
物
の
姿
が
そ
こ
に
は
措
か
れ
る
。

こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
た
と
き
の
わ
た
-
L
は
'
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
の

が
読
者
と
し
て
の
わ
た
く
し
た
ち
の
日
常
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
柾
れ
た
世
界

の
こ
と
だ
と
も
思
っ
た
。
そ
う
な
る
と
'
わ
た
く
L
に
と
っ
て
　
r
わ
た
し
を
粧

さ
な
い
で
』
　
の
世
界
は
絵
空
事
で
あ
る
。
自
分
と
は
関
係
の
な
い
世
界
だ
と
'

一
度
は
考
え
た
。
し
か
し
'
よ
-
考
え
て
み
る
と
'
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
'

こ
こ
に
描
か
れ
た
絵
空
事
の
世
界
が
わ
た
く
し
の
呂
常
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離

れ
て
は
い
て
も
'
ど
こ
か
恐
ろ
し
く
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

た
。
(
ク
ロ
ー
ン
)
　
の
技
術
が
こ
の
現
代
に
お
い
て
け
っ
し
て
絵
空
事
で
は
な

い
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
-
し
た
ち
が
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
　
の
ひ
と

た
ち
と
同
じ
よ
う
に
(
親
)
も
知
ら
ず
へ
肩
を
寄
せ
合
う
ひ
と
び
と
で
な
い
と

言
い
切
れ
る
か
。
(
失
い
つ
づ
け
)
　
て
そ
れ
で
も
(
行
-
べ
き
)
ど
こ
か
を
求

め
る
ひ
と
で
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
。

右
に
述
べ
た
こ
と
は
わ
た
-
L
と
い
う
読
者
の
う
ち
に
現
象
し
た
　
「
わ
た
し

を
瑳
さ
<
*
r
.
で
j
　
と
い
う
「
作
品
」
を
こ
と
ば
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
に
措

い
た
よ
う
な
「
作
品
」
を
わ
た
-
L
が
わ
た
-
し
の
内
部
に
作
り
上
げ
て
い
る

と
き
へ
わ
た
-
し
は
ま
さ
し
-
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』
を
「
テ
ク
ス
ト
」

と
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
-
し
自
身
と
の
似
通
い
を
感
じ
取
り
'
そ
れ
を
自
ら

に
と
っ
て
切
実
に
感
じ
た
そ
の
と
き
に
'
わ
た
-
L
は
　
「
わ
た
し
を
離
さ
な
い

で
」
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
「
作
品
」
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ズ

オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
生
み
出
し
た
「
元
の
文
章
」
が
わ
た
-
し
の
内
に
生
み
出
し

た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
'
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ

が
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
t
　
と
い
う

ふ
う
に
確
証
を
得
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
L
t
ど
れ
だ
け
イ

シ
グ
ロ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
説
明
す
る
こ
と
の
か
な
わ
な
い
こ
と

が
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

土
屋
政
雄
に
よ
る
邦
訳
r
わ
た
し
を
乾
さ
な
い
で
」
　
の
「
解
説
」
　
で
'
柴
田

元
幸
は
こ
の
小
説
の
　
「
静
か
で
端
正
な
語
り
口
」
　
の
も
た
ら
す
「
物
語
の
切
追

感
」
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
後
'
「
内
容
を
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
」
　
の

が
「
解
説
の
常
道
」
だ
が
そ
れ
は
「
避
け
た
い
」
と
し
へ
　
そ
の
理
由
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
小
説
は
'
ご
-
控
え
目
に
言
っ
て
も
も
の
す
ご
-
変
わ
っ
た

小
説
で
あ
り
'
整
竃
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
三
ひ
と
つ
を
'
読
者

が
自
分
で
発
見
す
べ
き
だ
と
思
う
か
ら
だ
.
予
備
知
識
は
少
な
け
れ
ば
少
な
い

ほ
ど
よ
い
作
品
な
の
で
あ
る
　
(
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
再
読
に
耐
え
な
い
と
い
う

こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
が
)
S
o

柴
田
の
言
は
　
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』
　
に
向
か
う
た
め
の
一
つ
の
態
度
の

あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
　
「
読
む
こ
と
」
　
に
対
す
る
一
つ
の
明
確
な
態



61

度
で
も
あ
る
。
柴
田
は
こ
の
　
「
解
説
」
　
で
　
「
明
敏
な
」
読
者
と
し
て
語
る
こ
と

を
あ
え
て
避
け
て
い
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
予
備

知
識
」
が
あ
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
小
説
も
あ
る
。
が
'
柴
E
B
の
誘
う
r
わ

た
し
を
任
さ
な
い
で
」
と
の
接
し
方
と
は
'
「
わ
か
ら
な
さ
」
を
む
し
ろ
自
ら

の
「
発
見
」
の
契
横
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
t
 
r
わ
た
し
を
推
さ
な
い
で
」

と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
生
み
出
し
た
小
説
を
読
み
な
が
ら
へ
　
同
時
に
わ
た
く
L
は

わ
た
く
し
自
身
を
読
ん
で
い
る
。
わ
た
く
L
を
取
り
巻
-
社
会
や
状
況
を
読
ん

で
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

r
わ
た
し
を
許
さ
な
い
で
」
　
の
語
り
手
(
キ
ヤ
シ
I
・
H
)
が
最
後
に
語
る

●

の
は
'
(
ト
ミ
ー
)
と
別
れ
た
後
に
　
(
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
)
を
訪
れ
た
と
き
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
　
で
教
わ
っ
た
地
理
の
　
(
エ
ミ
リ
先
生
)
が

「
静
か
な
い
い
と
こ
ろ
で
す
が
'
見
方
に
よ
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ス
ト
コ
ー

ナ
ー
と
も
言
え
ま
す
。
」
と
教
え
て
-
れ
た
場
所
(
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
)
0

(
エ
ミ
リ
先
生
)
は
「
忘
れ
ら
れ
た
土
地
」
　
の
意
味
で
「
ロ
ス
ト
コ
ー
ナ
ー
」

と
言
っ
た
.
し
か
し
'
生
徒
た
ち
は
(
ヘ
ー
ル
シ
ャ
ム
)
　
の
四
階
に
あ
る
「
落

と
し
物
や
忘
れ
物
が
保
管
さ
れ
る
場
所
」
　
の
こ
と
を
「
ロ
ス
ト
コ
ー
ナ
ー
」
と

呼
ん
で
も
い
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
　
(
キ
ャ
シ
ー
・
H
)
　
の
周

囲
の
友
人
た
ち
は
い
つ
し
か
(
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
)
を
「
イ
ギ
リ
ス
の
遺
失
物
保

管
所
」
と
言
う
よ
う
に
な
る
。

そ
の
場
所
に
立
ち
'
(
キ
ャ
シ
ー
・
H
)
は
「
半
ば
目
を
閉
じ
へ
　
こ
の
場
所

こ
そ
'
子
供
の
頃
か
ら
失
い
つ
づ
け
て
き
た
す
べ
て
の
も
の
の
打
ち
上
げ
ら
れ

る
場
所
へ
と
想
像
」
す
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
彼
女
は
'
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
そ
の
「
場

所
」
に
留
ま
る
の
で
は
な
-
'
程
な
-
し
て
車
に
乗
っ
て
そ
の
「
場
所
」
を
後

に
す
る
の
だ
が
'
そ
の
行
き
先
は
「
行
く
べ
き
と
こ
ろ
」
と
し
か
書
か
れ
て
い

な
い
。

(
キ
ャ
シ
ー
・
H
)
が
一
人
ば
っ
ち
で
「
行
-
べ
き
と
こ
ろ
」
と
は
「
生
き
る
」

こ
と
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
へ
　
(
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
)

は
彼
女
の
「
生
」
　
の
深
み
に
枝
た
わ
る
記
憶
の
象
徴
だ
と
言
え
な
-
も
な
い
。

友
人
た
ち
と
つ
な
が
っ
て
い
た
過
去
を
呼
び
起
こ
し
な
が
ら
'
生
き
る
た
め
に

そ
れ
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
　
「
場
所
」
だ
。
「
失
い
つ
づ
け
て
き
た
す
べ
て

の
も
の
の
打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
所
」
と
「
行
-
べ
き
と
こ
ろ
」
と
の
間
を
往
復

す
る
こ
と
を
'
こ
れ
か
ら
彼
女
は
た
っ
た
一
人
で
幾
た
び
経
験
す
る
の
だ
ろ

う
。
生
き
て
き
た
過
去
が
記
憶
の
な
か
に
し
か
な
い
と
す
れ
ば
'
読
む
と
い
う

こ
と
は
そ
れ
ら
が
「
打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
所
」
に
向
き
合
い
'
忘
れ
て
い
た
記

憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
「
失
い
つ
づ
け
て
き
た
す
べ
て
の
も

の
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
所
」
と
「
行
-
べ
き
と
こ
ろ
」
　
の
間
で
'
わ
た
-
し

た
ち
は
「
読
む
」
　
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
た
ち
は
イ
シ
グ
ロ
の
残
し
た
記
述
(
そ
れ
を
土
屋
政
雄
が
日
本
語

に
翻
訳
し
た
も
の
)
を
も
と
に
し
て
'
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
「
表
徴
」
を
捉
え
へ

自
ら
の
読
み
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
あ
た
か
も
'
顔
を
し
か
め
て
お
な
か
を
押
さ

え
た
ひ
と
を
見
て
'
(
腹
痛
を
訴
え
る
人
物
)
だ
と
解
釈
す
る
ひ
と
の
よ
う
に
。

そ
し
て
読
者
で
あ
る
わ
た
く
し
た
ち
が
'
幾
た
び
も
読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
'
そ
の
捉
え
方
も
変
わ
っ
て
い
-
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
　
r
わ
た

し
を
離
さ
な
い
で
」
　
の
送
-
手
を
「
裏
切
る
」
過
程
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
や
っ
て
送
り
手
で
あ
る
イ
シ
グ
ロ
を
「
裏
切
る
」
こ
と
が
'
わ
た
-
し
た
ち

の
「
作
品
」
を
生
み
出
し
'
読
み
を
つ
く
っ
て
い
-
営
み
で
も
あ
る
。
「
テ
ク

ス
-
」
は
わ
た
く
し
の
「
失
い
つ
づ
け
た
す
べ
て
の
も
の
」
を
指
示
対
象
と
す

る
。
だ
か
ら
こ
そ
'
わ
た
く
L
が
わ
た
く
し
の
な
か
に
構
成
し
た
そ
れ
を
読
む

と
い
う
こ
と
が
'
わ
た
く
し
た
ち
の
「
行
-
べ
き
と
こ
ろ
」
を
探
る
営
み
と
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
'
須
貝
の
一
宇
っ
'
「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
」
が
「
対
象
そ
の



も
の
」
と
の
「
隔
絶
に
晒
さ
れ
て
い
る
」
事
態
を
生
き
延
び
る
道
で
あ
り
'
1

筋
の
　
「
希
望
」
　
で
あ
る
と
考
え
る
。

注
の
　
山
元
隆
春
r
文
学
教
育
基
礎
論
の
構
築
-
読
者
反
応
を
核
と
し
た
リ
テ
ラ

0.0) (9)(8)(7) (6) (5)(4) (3) (2)

シ
ー
実
践
に
向
け
て
-
」
　
(
渓
水
社
　
二
〇
〇
五
年
四
月
)
　
な
お
へ
本
誌
で
は

つ
と
に
中
村
哲
也
氏
が
'
ま
た
へ
他
誌
で
田
中
実
へ
上
谷
順
三
郎
へ
塚
田
春
彦
'

浜
本
純
逸
の
各
氏
が
書
評
・
書
籍
紹
介
の
欄
で
懇
切
丁
寧
に
拙
著
を
論
じ
て
く

だ
さ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
-
'
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

須
貝
千
里
「
言
葉
ひ
と
つ
」
　
(
r
日
本
文
学
」
五
五
巻
九
号
　
二
〇
〇
六
年
九

月
)
　
六
八
～
七
三
頁

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
へ
花
輪
光
訳
「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
r
物
語
の
構

造
分
析
」
　
(
み
す
ず
書
房
一
九
七
九
年
一
一
月
)
九
七
頁

須
貝
前
掲
論
文
'
七
〇
～
七
1
頁

ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
-
ザ
-
著
'
轡
田
収
訳
r
行
為
と
し
て
の
読
書
-
莱

的
作
用
の
理
論
⊥
　
(
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
三
月
)
　
三
四
頁

R
o
s
e
n
b
l
a
t
t
,
L
o
u
i
s
e
M
.
1
9
3
8
(
1
9
8
3
3
r
d
e
d
i
t
i
o
n
)
E
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
a
s
L
i
t
-

e
r
a
t
u
r
e
M
o
d
e
r
n
L
a
n
g
u
a
g
e
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
p
.
2
5
.
山
元
試
訳

R
o
s
e
n
b
l
a
t
t
,
I
b
i
d
.
,
p
.
3
5
.
山
元
試
訳

須
貝
前
掲
論
文
'
七
三
頁
下
段

カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
著
　
土
屋
政
雄
訳
r
わ
た
し
を
粧
さ
な
い
で
N
e
v
e
r

l
e
t
m
e
G
o
」
　
(
早
川
書
房
　
二
〇
〇
六
年
四
月
)

フ
ラ
ン
ス
語
の
t
e
x
t
e
概
念
に
つ
い
て
は
'
「
テ
ク
ス
ト
理
論
」
以
前
の
定

義
も
含
め
て
'
次
の
文
献
に
整
理
・
検
討
が
為
さ
れ
て
い
る
。
.

後
藤
尚
人
「
テ
ク
ス
ト
理
論
と
そ
の
展
開
」
　
r
テ
ク
ス
ト
理
論
の
展
開
と
テ

ク
ス
ト
の
諸
相
」
　
(
一
九
九
四
年
度
教
育
研
究
学
内
特
別
経
費
研
究
報
告
書

岩
手
大
学
人
文
社
会
学
部
総
合
研
究
委
員
会
一
九
九
五
年
三
月
)

㈹
　
P
u
r
v
e
s
,
A
l
a
n
C
.
1
9
9
8
T
h
e
 
W
e
b
o
f
T
e
x
t
a
n
d
t
h
e
 
W
e
b
o
f
G
o
d
:
A
n

E
s
s
a
y
 
o
n
 
t
h
e
 
T
h
i
r
d
l
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
 
G
u
i
l
f
o
r
d

P
r
e
s
s
,
p
p
.
7
5
-
7
6
.

㈹
　
柴
E
E
元
幸
「
解
説
」
　
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
著
　
土
屋
政
雄
訳
　
前
掲
書

三
四
六
頁

(
や
ま
も
と
・
た
か
は
る
/
広
島
大
学
)
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「
失
い
つ
づ
け
た
す
べ
て
の
も
の
の

打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
所
」
と

「
行
-
べ
き
と
こ
ろ
」
と
の
間
で

山
　
元
　
隆
　
春

な
ぜ
か
。
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
相
互
作
用
過

程
」
に
お
い
て
読
者
の
う
ち
に
「
作
品
」
が
ど
の
よ

う
に
生
み
出
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
文
学
教
育
に

お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
半
分
は
書
き
手

の
差
し
出
し
た
も
の
に
'
そ
し
て
半
分
は
読
者
の
抱

い
て
い
る
も
の
に
左
右
さ
れ
る
。

わ
た
く
し
た
ち
は
書
き
手
の
残
し
た
記
述
を
も
と

に
し
て
'
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
(
表
徴
)
を
捉
え
'

自
ら
の
読
み
を
つ
-
り
あ
げ
る
。
読
者
で
あ
る
わ
た

く
し
た
ち
が
'
幾
た
び
も
読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
'
そ
の
捉
え
方
は
変
わ
っ
て
い
-
。
そ
れ
は
あ
る

意
味
で
テ
ク
ス
ト
の
送
り
手
を
「
裏
切
る
」
過
程
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
や
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
送
り

手
を
「
裏
切
る
」
こ
と
が
'
わ
た
-
し
た
ち
の
「
作

品
」
を
生
み
出
し
'
読
み
を
つ
-
つ
て
い
-
営
み
で

も
あ
る
。
「
テ
ク
ス
ト
」
は
わ
た
-
し
の
「
失
い
つ

づ
け
た
す
べ
て
の
も
の
」
を
指
示
対
象
と
す
る
。
そ

し
て
'
わ
た
-
L
が
わ
た
く
し
の
な
か
に
構
成
し
た

そ
れ
を
読
む
と
い
う
こ
と
が
'
わ
た
く
し
た
ち
の

「
行
く
べ
き
と
こ
ろ
」
を
採
る
営
み
と
な
る
の
で
あ

'
駕
そ
れ
が
'
須
貝
千
里
の
言
う
'
「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
」

が
「
対
象
そ
の
-
a
の
」
と
の
「
隔
絶
に
晒
さ
れ
て
い

る
」
事
態
を
生
き
延
び
る
道
で
あ
り
'
一
筋
の
「
希

望
」
　
で
あ
る
と
考
え
る
。
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Between "Where All Our Lost Things Are Cast Away" and "Where We Should Be":
For the "Turn" and "Prospect" of the Teaching of Literature

Takaharu Yamamoto

In the teaching of literature, it is important to know the process of interaction in which we as
readers are producing our own "text" in the act of reading. We are reading, interpreting, and all
the while revising the text As long as reading is a sort of creating something new, wemayeven
undermine the author's intentioa Probably through such procedure we try to reconstruct "what
wehave lost" in order to find "where we should be." This seems to be the only way to justify the
act of reading in what Senri Sugai calls the "essential dissociation between language and its refer-
ents."




