
      

は
じ
め
に 

  

「
文
学
の
終
焉
」
が
言
わ
れ
る
現
代
で
は
、
ど
の
よ
う
な
「
文
学
」
が
生
ま
れ

得
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
文
学
」
は
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
く
の
か
。

「
文
学
」
は
も
は
や
娯
楽
に
し
か
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
考
で
は
、
こ

の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
メ
フ
ィ
ス
ト
賞

（

１

）

と
い
う
特
殊
な
賞
か
ら
出
発

し
、
純
文
学
ま
で
活
動
の
幅
を
広
げ
、「
〝
ゼ
ロ
の
波
の
新
人
〟
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ

ー
」

（

２

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
覆
面
作
家
・
舞
城
王
太
郎
が
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
発
信

し
て
い
る
の
か
確
認
す
る
。 

論
を
始
め
る
前
に
、
舞
城
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。
一
九
七
三
年
、
福
井

県
生
ま
れ
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
公
表
し
て
お
ら
ず
、「
王
太
郎
」
と
い
う
男
性
名

義
で
は
あ
る
が
、
究
極
に
は
性
別
す
ら
も
判
然
と
し
な
い
覆
面
作
家
で
あ
る
。

（

３

）

二

〇
〇
一
年
、「
煙
か
土
か
食
い
物
」
で
第
一
九
回
メ
フ
ィ
ス
ト
賞
を
受
賞
し
デ
ビ
ュ

ー
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、
「
阿
修
羅
ガ
ー
ル
」
で
三
島
由
紀
夫
賞
を
受
賞
す
る
も
、

授
賞
式
は
欠
席
。
以
後
も
、
公
の
場
に
姿
を
現
し
た
こ
と
は
な
い
。
二
〇
〇
四
年
、

「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」（
初
出:

『
群
像
』
二
〇
〇
四
年
一
月
号
／
初

刊:

『
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
』
二
〇
〇
四
年
八
月 

講
談
社
）
が
、
初

の
芥
川
賞
候
補
と
な
る
。
そ
れ
以
降
、
計
四
回
芥
川
賞
候
補
と
な
る
も
、
受
賞
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
作
風
と
し
て
は
、「
愛
」・「
性
」・「
暴
力
」
を
、

（

４

）

ス
ピ
ー
ド
感

の
あ
る
文
体
で
綴
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
言
わ
れ
、

（

５

）

そ
の
冗
長
な
口
語
体

（

６

）

は
、
し

ば
し
ば
「
ド
ラ
イ
ブ
」

（

７

）

（
疾
走
）
感
を
持
っ
て
い
る
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
回
取
り
扱
う
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
に
つ
い
て
の
概
要
も
ま
と

め
て
お
き
た
い
。
本
作
は
、「
智
依
子
」
、「
柿
緒
Ⅰ
」
、「
佐
々
木
妙
子
」
、「
柿
緒
Ⅱ
」
、

「
ニ
オ
モ
」
、「
柿
緒
Ⅲ
」（
並
び
は
実
際
の
収
録
順
）
と
い
う
六
つ
の
短
篇
パ
ー
ト

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
章
名
の
女
性
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
命
を
落
と
す
（
あ

る
い
は
命
を
落
と
す
運
命
に
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
柿
緒
」
は
、
癌
（
骨
肉
腫
か
ら
の
リ
ン
パ
節
転
移
）
で
亡
く
な
る
が
、「
智
依
子
」

は
体
内
に
巣
食
う
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ａ
と
い
う
虫
に
臓
器
を
蝕
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
佐 

々
木
妙
子
」
は
夢
荒
ら
し
に
連
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ニ
オ
モ
」
は
イ
ヴ

と
し
て
神
と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
命
を
落
と
す
運
命
に
あ
る
。「
柿
緒
」

パ
ー
ト
以
外
は
、
現
実
離
れ
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、「
柿
緒
」
の
語
り
手
の
「
僕
」
は
小
説
家
で
あ
り
、「
柿
緒
Ⅰ
」
で
「
僕
」

が
執
筆
し
た
『
光
』
と
い
う
小
説
は
、
体
内
で
光
り
輝
く
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ａ
（
「
智
依
子
」
）

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、「
柿
緒
」
の
「
僕
」
が
、「
智
依
子
」
、

「
佐
々
木
妙
子
」
、「
ニ
オ
モ
」
を
執
筆
し
た
よ
う
に
読
め
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
設
定
と
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
題
名
か
ら
か
、
芥
川

舞
城
王
太
郎
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。」
論

― 

女
性
の
死
と
セ
カ
イ
の
効
果 

―

長
　
久
　
里
　
彩
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賞
の
選
評
で
は
、
山
田
詠
美
と
池
澤
夏
樹
が
激
賞
し
た
の
み
で
、
か
な
り
評
価
は

低
か
っ
た
。

（

８

）

ま
た
、
本
作
の
み
を
取
り
扱
っ
た
先
行
論
は
存
在
し
な
い
が
、
対
談

の
中
で
語
ら
れ
た
印
象
、
あ
る
い
は
舞
城
の
他
作
品
に
付
随
し
て
述
べ
ら
れ
た
考

察
を
細
か
く
拾
っ
て
い
く
と
、
そ
の
評
価
に
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。 

第
一
に
、『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』

（

９

）

（
以
下
『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
）
を
「
粉

砕
」（
大
森
望
）

（
１
０
）

し
、「
蹴
っ
飛
ば
そ
う
」（
斎
藤
美
奈
子
）

（
１
１
）

と
し
た
作
品
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
は
、
白
血
病
を
患
っ
た
少

女
と
、
そ
れ
を
見
守
る
少
年
の
悲
恋
の
物
語
で
あ
り
、
ゼ
ロ
年
代
の
「
純
愛
ブ
ー

ム
」
、「
泣
け
る
文
学
ブ
ー
ム
」
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。「
好
き
好
き

大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
の
発
表
は
二
〇
〇
四
年
一
月
。
『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
ブ
ー
ム

の
只
中
で
あ
る
。

（
１
２
）

ブ
ー
ム
の
渦
中
に
、「
大
切
な
人
（
女
性
）
を
失
う
話
」
を
描
い

た
と
い
う
だ
け
で
も
、
舞
城
は
か
な
り
意
識
的
だ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。 

次
に
、「
ニ
オ
モ
」
と
い
う
「
ま
さ
に
「
こ
れ
が
セ
カ
イ
系
」
と
い
う
感
じ
」

（
１
３
）

を

持
つ
パ
ー
ト
が
、『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
の
「
乗
り
越
え
」
に
寄
与
し
て
お
り
、
一
連
の

「
セ
カ
イ
系
」
作
品
に
対
す
る
舞
城
の
回
答
に
も
な
っ
て
い
る
（
大
森
）

（
１
４
）

と
い
う

評
価
も
注
目
し
た
い
。
同
時
に
、
「
セ
カ
イ
系
」
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、

本
作
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
見

（
１
５
）

も
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、「
セ
カ
イ
系
」
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
な
い
評
価
者
た
ち
ま
で
も
が
、「
ニ
オ
モ
」
の
パ
ー
ト
に
は
強

く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

（
１
６
）

こ
の
パ
ー
ト
が
作
品
全
体
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
。 

最
後
に
、
個
々
の
話
の
繋
が
り
に
対
し
て
、
意
見
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
点

も
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
黒
井
千
次
は
、「
分
け
ら
れ
た
話
の
一
つ
一
つ
は

面
白
い
の
に
、
全
体
が
い
か
な
る
構
造
を
持
つ
か
の
構
成
意
図
が
遂
に
摑
め
な
か

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１
７
）

川
村
二
郎
、
秋
山
駿
、
加
藤
典
洋
の
三
人
も
、「
テ
ー
ブ

ル
が
な
い
」
と
い
う
表
現
で
、
主
題
の
分
か
り
に
く
さ
に
言
及
し

（
１
８
）

、
斎
藤
美
奈
子

と
高
橋
源
一
郎
も
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
主
従
関
係
が
な
い
、
ま
た
は
作
品
に
答
え

が
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
１
９
）

一
方
で
豊
崎
由
美
は
、
舞
城
を
「
ス
ト
レ

ー
ト
な
テ
ー
マ
を
ナ
イ
ー
ブ
に
表
現
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
」
だ
と
捉
え
、
大

森
も
、
本
作
を
「
好
き
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
、
「
愛
す
る
人
を
失
っ

た
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
」
と
い
う
「
も
の
す
ご
く
素
朴
な
こ
と
を
正
面
か

ら
語
っ
て
る
作
品
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

（
２
０
） 

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
立
ち
現
わ
れ

て
く
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
大
切
な
人
（
女
性
）
を
失
う
」
と
い
う
構
図
で
成
立

し
て
い
る
本
作
は
、「
泣
け
る
文
学
ブ
ー
ム
」
を
、
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
乗
り

越
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
、「
ニ
オ
モ
」
と
い
う
「
セ
カ
イ

系
」
パ
ー
ト
は
何
を
意
図
し
て
挿
入
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
回
答
を
為
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
。「
ニ
オ
モ
」
パ
ー
ト
に
注
目
し
た
考
察
を
契
機
に
、
先
行
評
価
の

中
で
は
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
作
品
全
体
の
意
図
を
探
り
、
評
価
の
更
新
を
行
い

た
い
。 

な
お
、
今
回
の
考
察
は
、
現
代
の
ブ
ー
ム
の
み
に
収
ま
る
話
で
は
な
い
。
日
本

文
学
の
歴
史
の
中
に
は
、「
女
性
を
殺
す
こ
と
で
完
成
す
る
純
愛
物
語
」

（
２
１
）

が
、
連
綿

と
息
づ
い
て
い
る
。
こ
の
物
語
構
造
へ
の
希
求
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な

い
の
だ
。
延
命
し
続
け
る
「
純
愛
」
に
対
し
て
、
再
度
批
評
の
視
線
を
持
つ
こ
と

は
、
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

  

− 80 −

舞城王太郎「好き好き大好き超愛してる。」論



 
 
 

一 

「
ニ
オ
モ
」
と
「
セ
カ
イ
系
」 

 
考
察
の
前
提
と
し
て
、
現
在
ま
で
の
「
セ
カ
イ
系
」
に
つ
い
て
の
言
説
を
ま
と

め
た
い
。
基
本
的
な
流
れ
は
、
前
島
賢
の
良
書
『
セ
カ
イ
系
と
は
何
か 

ポ
ス
ト
・

エ
ヴ
ァ
の
オ
タ
ク
史
』（
二
〇
一
〇
年
二
月 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書
）
に
拠
っ
て
い

る
。 「

セ
カ
イ
系
」
と
い
う
用
語
は
、
元
々
は
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
『
新
世
紀
エ
ヴ
ァ

ン
ゲ
リ
オ
ン
』
（
一
九
九
五
年
放
送
）
の
影
響
を
受
け
て
、
「
若
者
（
特
に
男
性
）

の
自
意
識
を
描
写
す
る
作
品
群
」
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
ゼ
ロ
年
代
前
半
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
・
ブ
ー
ム
の
渦
中
で
、
批
評
家
た
ち
に

よ
っ
て
、
個
々
の
「
物
語
の
構
造
」
に
準
拠
し
、「
独
自
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
」
さ
れ

た
定
義
が
広
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
の
定
義
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
、
前
島
が

ま
と
め
て
い
る
。 

  

・
少
女

き

み

と
少
年

ぼ

く

の
恋
愛
が
世
界
の
運
命
に
直
結
す
る 

 

・
少
女
の
み
が
戦
い
、
少
年
は
戦
場
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る 

 

・
社
会
の
描
写
が
排
除
さ
れ
て
い
る 

 

こ
れ
以
外
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
作

品
も
存
在
し
、
結
果
と
し
て
、
広
い
範
囲
を
指
す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
る
。
抽
象
的
な
定
義
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
義
に
沿
っ
た
新
た

な
セ
カ
イ
系
が
生
ま
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
事
態
へ
も
発
展
し
、
前
島
は
、
「
「
セ

カ
イ
系
」
が
、
そ
う
名
指
さ
れ
、
定
義
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
書
か
れ
た
」
作
品

例
と
し
て
、
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
本
論
考
内
で
は
、
曖
昧
化
し
た
上
で
広
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
一
般
的
な
「
セ

カ
イ
系
」
定
義
を
軸
に
考
察
を
進
め
る
。 

こ
こ
で
、
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
の
中
の
「
ニ
オ
モ
」
パ
ー
ト
の

内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 

新
世
界
を
創
ろ
う
と
し
て
い
る
神
と
人
類
が
争
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
を
前
提 

と
し
て
、
物
語
は
展
開
さ
れ
る
。
身
体
を
持
た
な
い
神
は
、「
見
る
者
の
目
に
は
そ

の
者
の
欲
し
い
も
の
、
望
む
も
の
、
期
待
す
る
も
の
」
と
し
て
映
る
。
そ
の
よ
う

な
神
と
唯
一
対
抗
で
き
る
戦
力
を
有
す
る
の
は
、
ア
ダ
ム
と
「
ろ
っ
骨
融
合
」

（
２
２
）

を

果
た
し
た
イ
ヴ
の
み
。
神
と
の
戦
い
を
恐
れ
、
戦
線
離
脱
し
て
人
類
の
基
地
に
帰

還
し
た
イ
ヴ
・
ニ
オ
モ
と
、
ニ
オ
モ
の
ア
ダ
ム
で
あ
る
「
俺
」
は
、
ア
ダ
ム
と
イ

ヴ
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
激
し
い
口
論
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の
ニ
オ
モ

は
、
戦
線
離
脱
な
ど
し
て
お
ら
ず
、
神
と
の
戦
闘
で
命
を
落
と
し
て
お
り
、
「
俺
」

が
口
論
し
た
ニ
オ
モ
は
、
基
地
に
侵
入
し
た
神
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
。
基
地
内
は

激
し
い
戦
場
と
化
す
―
―
。 

 

「
神
」
と
い
う
謎
の
敵
と
戦
っ
て
お
り
（
「
社
会
の
描
写
が
排
除
さ
れ
て
い
る
」
）
、

そ
の
「
神
」
と
戦
え
る
の
は
イ
ヴ
の
み
で
あ
り
（
「
少
女
の
み
が
戦
い
、
少
年
は
戦

場
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
」
）
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
関
係
に
つ
い
て
重
点
が
置
か
れ

た
物
語
で
あ
る
（
「
少
女
と
少
年
の
恋
愛
が
世
界
の
運
命
に
直
結
す
る
」
）
と
い
う

点
に
お
い
て
、
確
か
に
「
ニ
オ
モ
」
は
、「
ま
さ
に
「
こ
れ
が
セ
カ
イ
系
」
」（
大
森

望
）
と
言
え
る
作
品
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
ニ
オ
モ
」
の
世
界
観
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
者
に

は
「
セ
カ
イ
系
」
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
批

評
家
大
塚
英
志
は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

（
２
３
）

の
視
点
か
ら
舞
城
に
高
評
価
を
与
え
る
こ

と
に
懐
疑
的
で
あ
る
。

（
２
４
） 
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仮
に
舞
城
が
「
文
学
」
な
ら
、
サ
ブ
カ
ル
っ
ぽ
く
て
い
い
と
い
う
、
ど
う
に

も
さ
も
し
く
物
欲
し
気
な
批
評
で
は
な
く
、
舞
城
の
ど
こ
が
「
文
学
」
と
呼

び
う
る
の
か
、
誰
か
立
証
し
て
く
れ
、
説
明
し
て
く
れ
、
と
ぼ
く
は
言
っ
て

い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
ぼ
く
が
理
解
し
得
る
舞
城
は
コ
ミ
ケ
的
な
二
次

創
作
の
手
法
を
ミ
ス
テ
リ
ー
の
上
に
も
成
立
さ
せ
、
そ
れ
が
文
芸
誌
に
持
ち

込
ま
れ
「
文
学
」
だ
と
歓
待
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
「
現
象
」
で
し
か
な
い
。 

（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
。
） 

 

 

こ
の
よ
う
な
大
塚
の
指
摘
は
、
舞
城
が
「
愛
媛
川
十
三
」
名
義
で
書
き
下
ろ
し

た
文
学
論
と
重
な
っ
て
い
る
。

（
２
５
） 

 

と
に
か
く
「
ミ
ス
テ
リ
ー
」
や
っ
て
み
る
と
判
る
け
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
と
ろ
く
な
こ
と
に
な
ら
な
い
。
だ
っ
て
ホ
ン
ト
、
ミ
ス

テ
リ
ー
の
ガ
ジ
ェ
ッ
ト

（
２
６
）

っ
て
自
分
が
考
え
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
し
、
そ
こ
に
こ

だ
わ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
を
新
し
く
創
る
よ
り
も
、
ガ
ジ
ェ

ッ
ト
の
新
し
い
使
い
方
を
考
え
た
方
が
ま
し
だ
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ガ
ジ

ェ
ッ
ト
の
使
い
方
の
新
し
い
ア
レ
ン
ジ
を
考
え
る
だ
け
で
い
い
の
だ
。 

  

「
コ
ミ
ケ

（
２
７
）

的
な
二
次
創
作
の
手
法
（
大
塚
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、「
所
与
の

も
の
と
し
て
用
意
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
の
創
作
」
）
は
、
舞
城
の
創
作
理
念
だ
と

も
言
え
る
。
よ
っ
て
、
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
の
中
で
、
ど
の
よ
う

な
「
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
の
使
い
方
の
新
し
い
ア
レ
ン
ジ
」
を
行
っ
た
の
か
考
え
る
こ
と

は
、
作
品
を
理
解
す
る
上
で
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
セ
カ
イ
系
」
と

い
う
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
（
あ
る
い
は
「
純
愛
小
説
」
と
い
う
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
）
を
使
用
し

て
、
舞
城
は
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

本
稿
で
は
、
大
塚
が
批
判
す
る
よ
う
な
、
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
も
の
に 

例
え
、
肯
定
す
る
」、
あ
る
い
は
「
サ
ブ
カ
ル
っ
ぽ
く
て
い
い
」
と
い
う
論
を
展
開

さ
せ
る
つ
も
り
は
な
い
。
舞
城
作
品
が
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
も
の
を
想
起
さ
せ

る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
限
り
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
意
匠
を
使
用
す
る
の
か
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
だ
ろ
う
。
次
節
以
降
、「
セ
カ
イ
系
」
の
導
入
が
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
効
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

二 

「
ニ
オ
モ
」
の
効
果 

 

実
は
ニ
オ
モ
の
死
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
の
物
語
に
は
、
生
き
て
い
る
「
本 

物
の
ニ
オ
モ
」
（
以
下
、
便
宜
上
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
）
は
一
度
も
登
場
し
な
い
。

ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
は
ず
の
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て

い
な
い
と
言
え
る
。 

作
中
で
「
俺
」
の
目
に
映
っ
て
い
る
ニ
オ
モ
の
正
体
は
、
基
地
内
に
侵
入
し
た 

「
見
る
者
の
目
に
は
そ
の
者
の
欲
し
い
も
の
、
望
む
も
の
、
期
待
す
る
も
の
と
し

て
映
る
身
体
を
持
た
な
い
神
」
で
あ
る
（
以
下
「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
と
表
記
）
。 

「
俺
」
は
、
ニ
オ
モ
の
死
を
、
ニ
オ
モ
の
友
人
エ
リ
佳
か
ら
告
げ
ら
れ
る
。
以

下
は
そ
の
友
人
の
言
葉
で
あ
る
。 

 
「
そ
う
だ
よ
ね
、
帰
っ
て
来
て
欲
し
か
っ
た
よ
ね
。
無
事
に
帰
っ
て
欲

し
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
石
原
君
、
本
当
に
ニ
オ
モ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
愛
し
て
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く
れ
て
た
の
ね
。
あ
り
が
と
う
。
私
が
言
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
ニ
オ
モ

ち
ゃ
ん
の
か
わ
り
に
言
わ
せ
て
。
あ
り
が
と
う
。
ニ
オ
モ
ち
ゃ
ん
ず
っ
と
悩

ん
で
た
の
、
石
原
君
と
ち
ゃ
ん
と
思
い
合
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
っ
て
。
ち

ゃ
ん
と
通
じ
て
た
ん
だ
ね
。
あ
あ
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
ニ
オ
モ
ち
ゃ
ん
も

石
原
君
の
こ
と
ば
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
た
よ
。
」

（
２
８
） 

 

こ
の
よ
う
に
、
友
人
で
あ
る
エ
リ
佳
の
言
葉
の
中
に
し
か
、「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」

を
想
像
で
き
る
要
素
が
な
い
。
エ
リ
佳
の
言
葉
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、「
ニ
オ

モ
（
本
物
）」
は
「
俺
」
と
「
思
い
合
」
っ
て
い
た
い
と
願
っ
て
お
り
、
嫌
悪
感
ど

こ
ろ
か
む
し
ろ
好
意
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、「
俺
」
が
望
ん
だ

「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
は
、
「
俺
」
の
こ
と
を
「
嫌
い
」
だ
と
拒
絶
す
る
。
基
地
に
帰

っ
て
き
た
「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
と
の
口
論
の
シ
ー
ン
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
彼
女
は
、

強
い
言
葉
で
「
俺
」
を
責
め
て
い
る
。 

 

・ 

「
イ
ヴ
は
戦
線
離
脱
を
許
さ
れ
て
な
い
ん
だ
。
ニ
オ
モ
が
こ
の
基
地
を
無

断
で
出
る
な
ら
、
俺
は
お
前
の
ろ
っ
骨
操
縦
し
て
強
制
的
に
神
ん
と
こ
ろ
に

突
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」 

「
い
い
よ
別
に
。
そ
う
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
ん
。
そ
う
や
っ
て
私
も
殺
し
て

次
の
イ
ヴ
も
ら
え
ば
？
も
う
六
人
乗
り
越
え
て
き
た
ん
で
し
ょ
？
そ
の
調
子

で
七
人
目
も
殺
し
て
忘
れ
て
よ
」 

「
忘
れ
ち
ゃ
い
な
い
」 

「
何
言
っ
て
ん
だ
っ
て
六
人
も
イ
ブ
作
っ
て
て
。
前
の
こ
と
引
き
ず
っ
て

た
ら
次
の
イ
ヴ
と
か
出
て
こ
な
い
は
ず
じ
ゃ
ん
」 

「
恋
愛
と
ろ
っ
骨
融
合
は
違
う
」 

「
…
…
そ
り
ゃ
そ
う
ね
。
私
、
あ
ん
た
の
こ
と
な
ん
か
好
き
じ
ゃ
な
い
。
は

っ
き
り
言
っ
て
嫌
い
だ
し
」 

 

・ 

「
落
ち
着
け
っ
て
。
俺
は
お
前
で
や
っ
て
こ
う
と
思
っ
て
ん
だ
か
ら
…
…
」 

「
私
で
？
は
あ
？
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
よ
私
は
あ
ん
た
の
イ
ヴ
で
あ
っ
て
普 

通
の
女
の
子
な
ん
だ
よ
？
何
道
具
み
た
い
な
こ
と
言
っ
て
ん
の
？
マ
ジ
信
じ

ら
れ
な
い
あ
ん
た
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
よ
絶
対
。
も
う
一
回
ろ
っ
骨
調
べ
て

も
ら
お
う
よ
絶
対
な
ん
か
お
か
し
い
よ
。
こ
ん
な
奴
と
私
ろ
っ
骨
合
う
は
ず

な
い
も
ん
。
こ
ん
な
最
低
な
バ
カ
と
」 

 

何
度
も
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
ニ
オ
モ
（
神
）」
は
、「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」

が
死
ん
だ
こ
と
を
受
け
て
の
「
俺
」
の
願
望
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ヴ

を
道
具
の
よ
う
に
扱
う
自
分
、
次
の
イ
ヴ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
自

分
を
批
判
さ
れ
た
か
っ
た
、
あ
る
い
は
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
省
し
た
か

っ
た
と
い
う
願
望
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。 

一
方
で
、
こ
の
願
望
と
は
正
反
対
の
望
み
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ち

ら
の
願
望
は
、「
俺
」
の
友
人
の
長
崎
と
い
う
男
が
、
自
身
の
イ
ヴ
（
夜
シ
ミ
）
が

死
ん
だ
こ
と
を
受
け
て
自
害
し
よ
う
と
し
た
騒
動
に
対
し
て
の
、「
ニ
オ
モ
（
神
）
」

と
「
俺
」
の
態
度
か
ら
読
み
取
れ
る
。 

 
・
ニ
オ
モ
は
二
人
が
羨
ま
し
く
て
そ
う
い
う
二
人
み
た
い
な
の
が
欲
し
く
て
で 

も
手
に
入
ら
な
く
て
悔
し
く
て
辛
く
て
俺
と
自
分
と
の
関
係
は
ど
う
し
て
そ 

う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
、
ど
う
し
て
長
崎
と
夜
シ
ミ
み
た
い
に
な
れ
な
い
ん

だ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
で
泣
い
て
い
る
の
だ
。 
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・ 

「
ご
め
ん
ね
。
先
に
一
人
で
死
ん
で
。
一
緒
に
長
生
き
し
た
か
っ
た
ん
だ

け
ど
。
そ
れ
か
一
緒
に
死
に
た
か
っ
た
ん
だ
け
ど
。
ね
」 

 
 

俺
は
本
物
の
ニ
オ
モ
の
ろ
っ
骨
を
堅
く
堅
く
握
る
。
こ
の
ろ
っ
骨
を
自 

分
の
腹
に
突
き
刺
し
た
か
っ
た
の
は
俺
だ
！
ニ
オ
モ
と
一
緒
に
死
に
た
か
っ 

た
の
は
俺
だ
！
ア
ホ
の
長
崎
み
た
い
に
ア
ホ
に
な
り
た
か
っ
た
の
は
俺
だ
！ 

 

後
の
展
開
で
、
実
際
に
は
夜
シ
ミ
は
死
ん
で
お
ら
ず
、
長
崎
も
ろ
っ
骨
を
突
き 

刺
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
一
連
の
騒
動
も
、
「
俺
」
が
「
神
」

を
通
し
て
見
た
「
欲
し
い
も
の
、
望
む
も
の
、
期
待
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
同
様
に
、
長
崎
と
夜
シ
ミ
の
よ
う
な
関
係
を
望
み
、
涙
を
流
す
「
ニ

オ
モ
（
神
）
」
も
、
「
一
緒
に
長
生
き
し
た
か
っ
た
」
と
い
う
感
動
的
な
言
葉
を
呟

く
「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
も
、
「
俺
」
の
願
望
で
し
か
な
い
。 

 

こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
は
、
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
が
帰
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の 

ろ
っ
骨
で
自
害
し
た
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
関
係
性
を
、「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」 

に
も
望
ん
で
い
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
、「
俺
」
の
も
う
一
つ
の
願
望
が
透
け
て
見 

え
く
る
。「
一
緒
に
死
に
た
か
っ
た
」
と
呟
く
ニ
オ
モ
と
、
口
論
と
な
っ
た
際
に
「
あ 

ん
た
の
こ
と
な
ん
か
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と
吐
き
捨
て
る
ニ
オ
モ
の
態
度
は
か
な
り 

矛
盾
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
俺
」
の
心
中
に
は
、「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
に
こ
そ
批 

判
さ
れ
た
い
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
願
望
と
、
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
か
ら 

想
わ
れ
て
い
た
い
、
確
か
な
関
係
を
築
き
た
い
と
い
う
願
望
が
、
並
列
し
て
存
在 

し
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

実
は
、
こ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
欲
望
は
、「
セ
カ
イ
系
」
に
関
す
る
様
々
な
資
料 

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

サ
サ
キ
バ
ラ
・
ゴ
ウ
は
、
「
セ
カ
イ
系
」
は
、
「
き
み
と
ぼ
く
」
の
関
係
を
描
く 

恋
愛
物
語
だ
と
し
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
２
９
） 

 ・
相
手
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通
し
て
自
分
の
実
在
を
感
じ
る
、
そ
う
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
。
「
き
み
と
ぼ
く
」
と
い
う
二
人
称
的
な
関
係
を
通
じ
て
現
実
の

手
ご
た
え
を
感
じ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
空
虚
だ
っ
た
世
界
に
リ
ア
リ
テ
ィ

が
生
じ
て
く
る
と
い
う
ル
ー
ト
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 ・

「
き
み
と
ぼ
く
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
の
中
で
の
「
き
み
と
ぼ

く
」
で
し
か
な
い
か
ら
、
完
全
に
独
我
論
的
な
世
界
で
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。 

 

サ
サ
キ
バ
ラ
の
意
見
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
で
あ
る
東
浩
紀
が
納
得
す
る
形
で 

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
的
で
一
般
的
な
「
セ
カ
イ
系
定
義
」
を
生
み
出

す
一
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

（
３
０
）

雑
誌
、
『
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
臨
界
点
』
の
中
で
、
「
セ

カ
イ
系
」
と
い
う
物
語
群
は
、
男
性
の
一
人
よ
が
り
な
欲
望
を
都
合
よ
く
反
映
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
点
で
、
東
は
「
セ
カ
イ
系
擁
護
者
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、「
Ａ

Ｉ
Ｒ
」
と
い
う
セ
カ
イ
系
に
も
分
類
さ
れ
る
美
少
女
ゲ
ー
ム
作
品
が
、「
家
父
長
制

的
な
マ
チ
ズ
モ
に
満
ち
た
欲
望
と
そ
れ
を
嫌
悪
す
る
自
己
反
省
が
同
居
す
る
」

（
３
１
）

「
き
わ
め
て
批
評
的
」

（
３
２
）

な
構
造
を
持
つ
と
指
摘
し
た
た
め
に
、
宇
野
常
寛
に
批
判

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宇
野
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
マ
ッ
チ
ョ
イ
ズ
ム
を
隠
蔽

し
つ
つ
再
強
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

（
３
３
）

で
し
か
な
い
。
宇
野
は
、「
セ
カ
イ
系
」
を
、

「
レ
イ
プ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
で
あ
る
と
し
て
、
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
。 
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ま
た
、
「
少
女
の
み
が
闘
う
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
久
米
依
子
は
、
「
高
い
戦 

闘
能
力
を
持
つ
美
少
女
が
少
年
を
守
り
助
け
る
」
と
い
う
構
図
は
、
単
な
る
「
意 

匠
的
変
化
」
で
あ
っ
て
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
秩
序
」
を
「
再
強
化
」
し
て
い
る
に
す 

ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
結
局
は
、
戦
闘
美
少
女
も
「
少
年
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

を
支
え
る
存
在
」
で
し
か
な
い
。

（
３
４
） 

 

 

つ
ま
り
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル

（
３
５
）

は
、
一
見
す
る
と
主
人
公
の
少
年
が
ひ
弱
で
、
強

い
少
女
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
結
局
は
従
来
通
り
少
年
の
活
躍

で
決
着
す
る
少
年
小
説
で
あ
り
、
そ
こ
に
美
少
女
か
ら
の
好
意
と
い
う
理
想

的
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
も
添
え
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
強
気
な
少
女
像
も
、

少
年
の
パ
ワ
ー
を
引
き
出
す
契
機
と
し
て
機
能
す
る
。
男
女
共
学
化
と
女
性

の
社
会
進
出
が
進
み
、
熱
血
少
年
も
減
っ
た
と
い
わ
れ
る
現
代
日
本
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
そ
の
よ
う
に
押
さ
え
な
が
ら
、
少
年
の
あ
る
種
の
夢
が
描
か
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

舞
城
の
創
り
出
し
た
セ
カ
イ
も
、
一
見
す
る
と
ニ
オ
モ
と
の
関
係
を
描
い
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
は
一
切
登
場
せ
ず
（
ど
ん
な
人
物
か

さ
え
も
不
明
瞭
で
あ
る
）
、
願
望
の
「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
の
様
子
し
か
分
か
ら
な
い

と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
「
独
我
論
的
」
で
あ
り
、「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
は
、「
少
年
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
存
在
」
で
し
か
な
い
。 

前
島
賢
は
、
そ
の
よ
う
な
男
性
主
人
公
に
同
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
「
奇

妙
」
な
読
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
３
６
） 

 

 

『
イ
リ
ヤ
』

（
３
７
）

な
ど
の
諸
作
品
の
読
者
に
は
、
強
い
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
く
、

弱
い
主
体
に
同
一
化
し
た
い
と
い
う
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
欲
望
を
指
摘
で
き

る
。
世
界
の
全
体
像
を
つ
か
め
ず
狭
い
認
識
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
主
体
、
あ

る
い
は
女
の
子
を
守
る
た
め
に
闘
う
べ
き
な
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
弱
い

主
体
に
同
一
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
自
分
を
誰
か
に
否

定
さ
れ
る
こ
と
で
反
省
し
た
い
と
い
う
欲
望
。
だ
か
ら
こ
そ
久
美
の
批
判

（
３
８
）

は
、

『
イ
リ
ヤ
』
の
作
中
に
お
け
る
「
な
に
よ
自
分
だ
け
が
加
奈
ち
ゃ
ん
の
理
解

者
み
た
い
な
顔
し
て
、
あ
の
子
に
ぜ
ん
ぶ
お
っ
か
ぶ
せ
て
誰
よ
り
も
平
気
な

顔
を
し
て
る
の
は
あ
ん
た
の
方
じ
ゃ
な
い
！
」
と
い
う
セ
リ
フ
と
同
様
に
、

読
み
手
に
反
省
を
せ
ま
る
。
し
か
し
読
み
手
は
ま
さ
に
、
そ
れ
を
求
め
て
作

品
を
消
費
し
て
い
る
の
だ
。 

 

舞
城
は
、
宇
野
（
二
〇
〇
八
年
）
や
前
島
（
二
〇
一
〇
年
）
の
見
解
よ
り
も
早

い
段
階
で
、
セ
カ
イ
で
少
女
を
操
る
男
性
が
、
少
女
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
姿
を
描
い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
前
島
が
指
摘
す
る
「
読
み
手
」
の
問
題
と
、
『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
を
「
粉

砕
」
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
点
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
本
作
は
、

「
き
み
と
ぼ
く
」
の
純
愛
物
語
で
あ
る
「
セ
カ
イ
系
」
の
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
を
使
用
し

な
が
ら
、
安
易
に
女
性
が
命
を
落
と
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
反
省
し
た
い
と
い

う
読
み
手
の
欲
望
に
も
光
を
当
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
、

「
俺
」
は
、
自
身
が
イ
ヴ
を
次
々
と
受
け
入
れ
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
に
後
ろ
め

た
さ
を
感
じ
て
い
る
。 

 

「
俺
ら
さ
」 

「
う
ん
？
」 
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「
ひ
ょ
っ
と
し
て
イ
ヴ
が
死
ぬ
こ
と
、
諦
め
過
ぎ
て
な
い
か
な
」 

「
…
…
…
…
」 

「
俺
、
な
ん
か
ど
っ
か
が
麻
痺
し
て
る
気
が
す
る
」 

 

『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
に
代
表
さ
れ
る
「
泣
け
る
文
学
ブ
ー
ム
」
、
「
純
愛
ブ
ー
ム
」

に
乗
っ
た
読
み
手
は
、
相
思
相
愛
の
い
わ
ゆ
る
感
動
的
な
「
純
愛
」
を
求
め
、
そ

の
「
純
愛
」
の
強
化
の
た
め
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
「
死
ん
で
も
ら
う
」
こ
と
を
望
ん

で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
容
易
に
交
換
可
能
で
あ

る
。
自
身
の
感
動
の
た
め
に
、
次
々
と
新
た
な
「
イ
ヴ
的
存
在
」（
死
ぬ
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
る
女
性
ヒ
ロ
イ
ン
）
を
享
受
す
る
後
ろ
暗
さ
は
、「
純
愛
小
説
」
の
読
み

手
も
抱
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
ニ
オ
モ
」
の
挿
入
に
よ
っ
て
「
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
悪
い

と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
反
省
が
明
ら
か
に
さ
れ
（
作
中
で
は
、「
ニ
オ
モ
に
批
判

さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
願
望
に
相
当
）
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
自
身
が
「
泣
く
」

た
め
に
は
、
想
い
合
っ
て
い
る
「
き
み
と
ぼ
く
」
（
作
中
で
は
、
「
ニ
オ
モ
か
ら
想

わ
れ
て
い
た
い
」
と
い
う
願
望
に
相
当
）
が
引
き
裂
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
「
泣
け
る
純
愛
」
願
望
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ヒ
ロ
イ
ン
が
「
感
動
的
に
傷
つ
く
」
物
語
を
、
「
泣
く
」
た
め
に
享
受
し
て
い

る
（
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
悪
い
と
思
っ
て
い
る
が
「
死
ん
で
も
ら
う
」
）
「
純
愛
小
説
」

の
読
み
手
の
姿
を
露
呈
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
「
純
愛
小
説
」
は
、
女
性
差
別
的
な
要
素

（
３
９
）

を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
悲
痛
な
叫
び

す
ら
も
、
男
性
側
の
願
望
と
し
て
表
現
（
「
ニ
オ
モ
（
神
）
」
）
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ヒ
ロ
イ
ン
（
「
ニ
オ
モ
（
本
物
）
」
）
不
在
の
男
性
独
我
論
で
も
、
「
泣
け
る
純

愛
」
は
完
成
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 

三 

「
純
愛
小
説
」
の
不
可
能
性 

  

前
項
で
は
、
本
作
に
お
け
る
「
ニ
オ
モ
」
パ
ー
ト
の
効
果
に
つ
い
て
ま
と
め
た

が
、「
ニ
オ
モ
」
を
高
く
評
価
す
る
加
藤
典
洋
は
、
作
品
全
体
の
ベ
ー
ス
と
し
て
読

め
る
「
柿
緒
」
パ
ー
ト
と
共
に
考
え
る
と
、「
大
分
評
価
が
、
つ
ま
り
温
度
が
下
が

っ
ち
ゃ
う
」

（
４
０
）

と
、
個
々
の
話
の
繋
が
り
に
対
し
て
物
足
り
な
さ
を
表
明
し
て
い
る
。

「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
が
、「
智
依
子
」
、「
柿
緒
」
、「
佐
々
木
妙
子
」
、

「
ニ
オ
モ
」
と
、「
大
切
な
人
（
女
性
）
を
失
う
話
」
を
羅
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

全
体
と
し
て
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
、
本
論
の
締
め
く
く
り

と
し
た
い
。 

ま
ず
は
、
「
智
依
子
」
パ
ー
ト
の
内
容
と
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
が
書
い
て
い
る

小
説
『
光
』
の
類
似
に
注
目
し
た
い
。
「
智
依
子
」
の
本
文
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

 

医
者
は
光
る
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ａ
よ
り
も
、
ま
ず
は
光
ら
な
い
比
較
的
新
し
い
Ａ

Ｓ
Ｍ
Ａ
か
ら
優
先
的
に
取
り
除
い
て
く
れ
る
。
眩
し
く
光
っ
て
身
体
の
内
側

か
ら
体
内
を
照
ら
し
て
く
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ａ
の
明
か
り
に
智
依
子
が
少
し
だ
け

慰
め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
美
し
さ
は
、
そ
れ
が
自
分
を

殺
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
魅
了
す
る
。 

  

次
に
、「
僕
」
が
、『
光
』
に
対
し
て
言
及
す
る
場
面
で
あ
る
。「
美
し
さ
」
に
対

し
て
の
思
考
は
、
見
事
に
「
智
依
子
」
の
文
言
と
一
致
し
て
い
る
。 

 

『
光
』
で
本
当
に
書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
柿
緒
の
身
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
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た
こ
と
だ
。
僕
は
、
そ
れ
が
誰
か
を
殺
そ
う
と
も
、
明
か
り
と
い
う
も
の
は

や
は
り
美
し
く
温
か
く
人
の
気
持
ち
を
惹
き
付
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

伝
え
た
か
っ
た
の
だ
。
爆
弾
の
閃
光
や
火
事
の
炎
や
火
山
の
噴
火
で
も
、
そ

の
恐
ろ
し
さ
と
は
別
に
、
明
か
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
否
定
し
よ
う
も
な
く

綺
麗
で
目
を
離
せ
な
く
て
何
度
も
見
た
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
美

と
い
う
も
の
は
倫
理
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
し
批
評

は
倫
理
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
僕
は
読
む
人
に
分
か
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
類
似
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
柿
緒
」
の

「
僕
」
が
、「
柿
緒
」
以
外
の
現
実
離
れ
し
た
設
定
を
持
つ
パ
ー
ト
を
執
筆
し
て
い

る
と
い
う
読
み
は
避
け
が
た
く
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
点
に
関
し
て
、
陣
野
俊
史
は
、
各
挿
入
話
を
「
突
然
差
し
込
ま
れ
る
物
語
」

だ
と
し
て
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
の
執
筆
説
を
退
け
る
。

（
４
１
） 

 

唐
突
に
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
、
世
界
を
分
断
す
る
よ
う
な
書
法
に

対
し
て
、
私
は
ま
っ
た
く
違
和
感
無
く
受
容
し
て
い
る
。（
中
略
）
突
然
差
し

込
ま
れ
る
物
語
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
と
は
別
の
方
向
へ
物
語
を
引
っ
張
る

こ
と
で
世
界
を
拡
張
す
る
。
こ
れ
も
舞
城
王
太
郎
の
独
特
の
小
説
世
界
の
構

築
法
で
あ
る
。 

 

陣
野
は
、
「
ニ
オ
モ
」
や
「
佐
々
木
妙
子
」
か
ら
は
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
が
書

い
た
小
説
と
の
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
語
り
手
の
主
人
公
が

小
説
家
で
あ
り
前
章
そ
の
も
の
を
「
僕
」
が
書
い
て
い
る
と
い
う
書
き
方
は
「
放

棄
」
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。 

ま
た
、
高
橋
源
一
郎
と
斎
藤
美
奈
子
は
、
そ
の
対
談
の
中
で
、
本
作
の
各
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
は
「
主
従
関
係
が
な
」
く
、
「
並
列
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

（
４
２
） 

 

〈
高
橋
〉
舞
城
く
ん
の
小
説
っ
て
わ
か
り
に
く
い
ん
で
す
よ
、
ひ
と
つ
の
小

説
の
中
に
別
の
小
説
が
い
く
つ
か
入
っ
て
て
、
全
部
並
列
だ
か
ら
。
Ａ
の
話

が
Ｂ
の
話
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
る
と
か
じ
ゃ
な
い
の
。
Ａ
も
Ｂ
も
Ｃ
も

同
格
で
、
ど
れ
が
中
心
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
普
通
、
Ｂ
か
Ｃ
は
Ａ
を
解

釈
す
る
た
め
の
道
具
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
こ
れ
が
舞
城
く
ん
の
特
徴
だ

け
ど
、
読
ん
で
て
新
し
い
な
っ
て
い
う
か
、
よ
く
わ
か
ん
な
い
な
っ
て
思
う

と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。 

〈
斎
藤
〉
主
従
関
係
が
な
い
ん
だ
よ
ね
、
そ
の
一
個
一
個
の
で
き
ご
と
と
か
、

人
物
の
有
り
様
と
か
が
。 

 

以
上
、
先
行
批
評
の
中
で
は
、「
柿
緒
」
パ
ー
ト
の
「
僕
」
に
、「
智
依
子
」
、「
佐
々

木
妙
子
」
、
「
ニ
オ
モ
」
を
集
約
さ
せ
る
こ
と
は
諦
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と

言
え
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
本
文
に
は
、
柿
緒
の
実
弟
・
賞
太
（
柿
緒
の
生
前
か
ら
「
僕
」
と
は

親
し
く
し
て
お
り
、
柿
緒
の
死
後
も
「
僕
」
と
交
流
が
あ
っ
た
。
）
に
よ
る
以
下
の

よ
う
な
台
詞
が
あ
る
。 

 
「
（
前
略
）
そ
れ
と
も
逃
げ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
や
っ
ぱ
り
姉
貴
か
ら
小
説
の
ネ 

タ
も
ら
っ
て
書
き
や
す
か
っ
た
？
そ
う
言
え
ば
あ
ん
た
の
小
説
、
女
の
子
死 

ん
で
ば
っ
か
だ
も
ん
な
。
何
回
姉
貴
殺
し
ゃ
気
が
済
む
ん
だ
よ
」 
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「
柿
緒
」
の
「
僕
」
は
、
『
光
』
以
外
に
も
、
「
女
の
子
」
が
死
ぬ
話
を
い
く
つ

も
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
賞
太
の
口
ぶ
り
か
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
少
な
く
な

い
量
で
あ
る
と
推
察
で
き
よ
う
。
陣
野
が
述
べ
る
よ
う
に
「
放
棄
」
だ
と
捉
え
、

「
柿
緒
」
パ
ー
ト
の
間
に
差
し
挟
ま
れ
る
各
パ
ー
ト
を
、「
突
然
差
し
込
ま
れ
る
物

語
」
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

（
４
３
）

「
智
依
子
」
と
『
光
』
に
よ

っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
っ
き
り
と
し
た
類
似
が
提
出
さ
れ
て
い
る
以
上
、
今

一
度
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
が
、
「
智
依
子
」
、
「
佐
々
木
妙
子
」
、
「
ニ
オ
モ
」
を
執

筆
し
た
と
い
う
構
成
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
、
全
パ
ー
ト
唯
一
の
共
通
項
で
あ
る
「
大
切
な
人
（
女

性
）
を
失
う
」
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
よ
う
。「
柿
緒
」
の
「
僕
」
は
、
何
を
意

図
し
て
「
女
の
子
」
が
死
ぬ
話
を
描
き
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
の
「
僕
」

の
独
白
を
確
認
す
る
。 

 

 
 

そ
う
、
僕
は
柿
緒
の
死
を
い
ろ
ん
な
形
で
書
い
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
部

分
に
、
い
ろ
ん
な
要
素
に
分
け
て
書
い
て
い
る
。
で
も
そ
れ
自
体
を
書
き
た

い
か
ら
そ
う
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
柿
緒
の
死
と
は
全
く

関
係
な
い
別
の
僕
の
思
い
や
気
持
ち
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。（
中
略
）
人
の

人
生
の
中
に
《
死
》
は
あ
る
。《
恋
人
の
死
》
だ
っ
て
起
こ
り
う
る
。
誰
に
で

も
だ
。
で
も
そ
れ
を
書
く
と
き
、
そ
れ
が
い
か
に
悲
し
く
悔
し
い
か
な
ん
て

こ
と
は
僕
に
は
興
味
が
な
く
て
、
僕
が
言
い
た
い
の
は
、
そ
の
悲
し
み
と
悔

し
さ
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る
の
か
、
そ
の
悲
し
み
と
悔
し
さ
と
同
時
に
ど
ん

な
も
の
が
並
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。 

 

「
柿
緒
の
死
」
は
、
既
に
「
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
僕
の
日
常
と
し
て
組
み
込

ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。「
僕
」
が
、
小
説
に
用
い
て
い
る
の
は
、「
僕
の
人
生
に

起
こ
っ
た
特
別
な
こ
と
」
な
ど
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
柿
緒
の
死
」
を
書
く
こ
と

は
、
「
悲
し
み
」
や
「
悔
し
さ
」
を
書
く
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

「
僕
」
が
書
く
各
々
の
小
説
は
、
「
柿
緒
の
死
」(

「
大
切
な
人
（
女
性
）
を
失

う
」)

を
取
り
込
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
テ
ー
マ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
柿
緒
」
以
外
の
挿
入
話
を
、
「
柿
緒
」
と
共
に
考
え
て
も
、

「
全
体
の
構
成
意
図
」
な
る
も
の
が
判
然
と
し
な
い
の
は
、「
柿
緒
」
パ
ー
ト
の
「
僕
」

が
、「
智
依
子
」
、「
佐
々
木
妙
子
」
、「
ニ
オ
モ
」
を
執
筆
し
た
と
い
う
設
定
で
あ
る

か
ら
こ
そ
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
。「
恋
人
の
死
」
を
特
別

視
し
、「
悲
し
く
て
、
泣
け
る
話
」
に
単
純
化
す
る
こ
と
は
、
本
来
不
可
能
な
こ
と

で
あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

よ
っ
て
、「
柿
緒
の
死
」
の
物
語
と
、「
智
依
子
」
、「
佐
々
木
妙
子
」
、「
ニ
オ
モ
」

の
「
並
列
」
は
、
か
な
り
意
図
的
に
仕
掛
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
「
僕
」

が
描
く
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
、
様
々
な
形
を
と
っ
て
、「
柿
緒
の
死
」
が
現

れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
「
智
依
子
」
、
「
佐
々
木
妙
子
」
、
「
ニ
オ
モ
」

は
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
大
切
な
人
（
女
性
）
の
死
」
を
、
「
大
切
な
人
を
亡
く
し

て
悲
し
い
。
あ
れ
は
特
別
な
恋
だ
っ
た
。
」
と
い
う
一
つ
の
テ
ー
マ
で
し
か
受
容
さ

せ
ら
れ
な
い
『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
的
「
純
愛
小
説
」
を
、
婉
曲
し
た
形
で
批
判
し
て

い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
下
は
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
が
、
柿
緒
の
二
番
目
の
弟
・
「
慶
喜
君
」
の
心
情

を
理
解
し
、
慕
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
慶
喜

君
は
、
「
学
校
の
友
達
は
、
「
友
達
」
と
し
て
メ
タ
化
さ
れ
て
て
俺
の
こ
と
救
え
な

い
」
と
言
い
出
し
て
、
学
校
を
サ
ボ
り
が
ち
に
な
っ
て
い
る
。 
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た
ぶ
ん
慶
喜
君
の
言
う
「
メ
タ
化
さ
れ
た
友
達
」
と
い
う
の
は
、
相
手
と
自

分
の
間
で
お
互
い
に
と
っ
て
の
「
友
達
」
と
い
う
も
の
の
役
割
が
同
一
の
も

の
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
友
達
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
、

こ
う
い
う
場
合
に
は
こ
う
す
る
も
の
」
と
い
う
共
通
理
解
が
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
「
友
達
と
は
こ
う
す
る
も
の
」
と
い

う
意
識
は
「
こ
う
し
て
お
け
ば
友
達
と
し
て
間
違
い
が
な
い
」
と
い
う
気
分

も
作
り
、
そ
う
す
る
と
な
に
か
相
手
に
手
を
抜
い
て
る
よ
う
な
（
手
を
抜
か

れ
て
る
よ
う
な
）
気
分
に
な
っ
て
、
い
か
に
も
そ
の
「
友
達
」
や
「
友
情
」

が
偽
物
め
い
て
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
。 

 

「
僕
」
は
、
「
慶
喜
君
の
言
う
「
メ
タ
化
」
さ
れ
た
人
間
関
係
が
既
に
出
来
上

が
っ
て
い
る
状
況
で
「
本
物
の
友
達
」
を
作
る
こ
と
の
難
し
さ
、
あ
る
い
は
不
可

能
性
に
つ
い
て
、
な
ん
と
な
く
リ
ア
ル
に
想
像
で
き
」
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
泣

け
る
純
愛
小
説
」
の
氾
濫
に
も
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
純

愛
」
が
「
メ
タ
化
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。「
純
愛
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
、

こ
う
い
う
場
合
に
は
こ
う
す
る
も
の
」
と
い
う
思
考
は
、
あ
る
意
味
で
は
非
常
に

冷
め
た
も
の
だ
と
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
純
愛
」
の
外
側
に
立
っ
た
と
き
に
始

め
て
可
能
に
な
る
も
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
共
通
理
解
が
さ
れ
て
し
ま
」
っ
た
状

態
で
、「
本
物
の
純
愛
」
な
る
も
の
を
描
く
こ
と
の
困
難
さ
、
不
可
能
性
に
挑
ん
だ

の
が
、
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
」
と
い
う
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

最
後
に
、
「
柿
緒
」
の
「
僕
」
の
「
メ
タ
化
」
に
対
す
る
考
え
を
引
用
し
て
み

た
い
。 

 
 

「
メ
タ
化
」
す
る
か
ら
批
評
の
余
地
が
出
て
く
る
、
い
や
「
メ
タ
化
」
そ

の
も
の
が
「
批
評
す
る
こ
と
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
そ

う
い
う
の
は
小
説
も
一
緒
だ
。 

 

本
作
は
、
「
メ
タ
化
さ
れ
た
純
愛
」
を
再
度
「
メ
タ
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
批
評
」
を
行
っ
た
小
説
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
大
切
な
人
（
女
性
）
の
死
」
を

描
く
「
泣
け
る
純
愛
小
説
」
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
強
い
批
評
意

識
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
。 

愛
す
る
人
の
死
に
対
し
て
は
、
一
定
の
「
答
え
が
な
い
」
、
あ
る
い
は
愛
す
る

人
の
死
が
「
悲
し
み
」
や
「
悔
し
さ
」
と
い
う
形
だ
け
で
小
説
に
立
ち
現
れ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
答
え
こ
そ
を
提
示
し
て
い
る
た
め
に
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
並

列
」
し
、
一
見
す
る
と
「
分
断
」
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
一
つ

の
物
語
（
「
メ
タ
化
さ
れ
た
純
愛
」
）
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
は
ず
の

も
の
が
大
衆
に
向
け
て
出
回
っ
て
い
る
状
況
を
、
本
作
は
皮
肉
ま
じ
り
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
純
愛
」
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、「
メ

タ
化
さ
れ
た
純
愛
」
を
も
う
一
度
「
メ
タ
化
」
し
、
茶
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
偽

物
め
い
て
」
い
な
い
「
本
物
の
純
愛
」
モ
デ
ル
を
提
示
し
よ
う
と
苦
心
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
も
の
す
ご
く
素
朴
な
こ
と
を
正
面
か
ら
語
っ
て
る
作
品
」

（
大
森
望
）
で
あ
る
と
い
う
評
価
と
、「
全
体
が
い
か
な
る
構
造
を
持
つ
か
の
構
成

意
図
が
遂
に
摑
め
な
か
っ
た
」（
黒
井
千
次
）
と
い
う
先
行
評
価
は
、
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

 
「
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
は
、
典
型
的
な
「
セ
カ
イ
系
」
（
あ
る
い

は
「
純
愛
小
説
」
）
と
い
う
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
々
の
ガ

ジ
ェ
ッ
ト
が
持
つ
要
素
を
批
判
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
作
品
だ
と
言
え
る
。 

本
作
品
を
精
読
し
た
後
で
は
、
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
も
の
に
例
え
、

肯
定
す
る
」（
大
塚
英
志
）
と
い
う
論
は
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

こ
の
時
期
の
舞
城
は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
も
含
め
て
、
世
間
で
流
行
す
る
物
語
の

問
題
点
を
、
積
極
的
に
炙
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
好
き
好
き
大

好
き
超
愛
し
て
る
。
」
と
い
う
、
過
度
に
「
純
愛
」
を
ア
ピ
ー
ル
（
「
メ
タ
化
」
）
し

た
と
も
言
え
る
題
名
に
は
、
か
な
り
の
皮
肉
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

活
字
の
中
で
安
易
に
蔓
延
る
風
潮
（
「
メ
タ
化
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
娯
楽
と
し
て
の

「
純
愛
」
）
を
、
活
字
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
意
欲
的
な
作
品
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
宇
野
常
寛
よ
り
数
年
前
に
、「
セ
カ
イ
系
」
を
女
性
差
別
的
な
構
造
を
持

つ
作
品
群
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
女
性
の
描
か
れ
方
に
対
す
る
敏
感

な
視
線
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
覆
面
作
家
で
あ
る
舞
城
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
舞
城

は
、
本
作
以
外
の
作
品
で
も
「
愛
」
・
「
性
」
・
「
暴
力
」
を
描
き
続
け
て
い
る
。
覆

面
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
別
に
よ
る
先
入
観
が
回
避
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
性
」
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
作
者
の
性
を
想
定
し
た
上

で
考
察
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
退
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
作
家

が
、
他
作
品
で
は
ど
の
よ
う
な
「
性
」
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
本
稿

の
考
察
と
も
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
今
後
も
読
解
を
続
け
た
い
。 

注 （
１
）
講
談
社
が
主
催
す
る
文
学
賞
。
選
考
委
員
は
お
ら
ず
、
編
集
者
が
作
品
を
読
ん
で
受

賞
作
を
決
定
す
る
（
下
読
み
は
な
し
）
。
締
め
切
り
、
枚
数
制
限
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル

も
問
わ
な
い
。
賞
金
は
な
い
が
、
受
賞
作
は
必
ず
出
版
さ
れ
る
。（
参
考:

大
森
望 

豊

崎
由
美
『
文
学
賞
メ
ッ
タ
斬
り
！
』
二
〇
〇
四
年
三
月 

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
出
版
、
斎
藤
美

奈
子
『
誤
読
日
記
』
二
〇
〇
五
年
七
月 

朝
日
新
聞
社
） 

（
２
）
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月 

講
談
社 

（
３
）
男
性
名
で
創
作
活
動
を
行
う
女
性
作
家
が
多
い
の
も
、
平
成
文
学
の
特
徴
と
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
桜
庭
一
樹
」
や
「
桐
野
夏
生
」
な
ど
（
津
島
佑
子
・
川
村
湊
・
松

浦
寿
輝
「
座
談
会
「
ポ
ス
ト
昭
和
」
の
時
代
と
文
学
」
『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
八
年
七

月
号
）
。
名
義
上
、
男
性
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
舞
城
で
あ
る
が
、
顔
出
し
を

行
っ
て
い
な
い
以
上
、
明
確
な
根
拠
は
な
い
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。 

（
４
）
「
性
」
や
「
暴
力
」
を
あ
ま
り
に
「
血
な
ま
ぐ
さ
」（
高
樹
の
ぶ
子
）
く
表
現
す
る

た
め
、
例
え
ば
「
阿
修
羅
ガ
ー
ル
」
の
選
評
で
は
、「
「
汚
ら
し
い
」
と
い
う
意
見
も
あ

っ
て
」
（
筒
井
康
隆
）
、「
下
品
で
不
潔
な
文
章
と
会
話
が
だ
ら
だ
ら
つ
づ
」
（
宮
本
輝
）

く
と
い
う
厳
し
い
評
価
が
目
立
つ
。
（
『
新
潮
』
二
〇
〇
三
年
七
月
号
） 

（
５
）
栗
山
千
明
「
圧
倒
的
な
「
暴
力
」
と
「
愛
」
の
世
界
」
、
福
嶋
亮
太
「
探
求
の
文
学

―
舞
城
王
太
郎
論
」
で
、
同
様
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
福
嶋
の
場
合
は
「
オ
カ

ル
ト
趣
味
」
、「
エ
ロ
ス
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
（『
文
藝
』
夏
号 

二
〇
一
三
年
五
月
）
。 

（
６
）
「
会
話
や
行
動
は
冗
長
な
ま
で
に
詳
細
に
描
か
れ
」
て
お
り
、
一
人
称
視
点
の
作
品

が
多
い
こ
と
か
ら
、「
地
の
文
か
ら
し
て
会
話
体
」
と
い
う
評
価
も
あ
る
。（
斎
藤
環
「
人

格
障
害
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
『
文
学
の
徴
候
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月 

文
藝
春
秋
） 

（
７
）
高
樹
の
ぶ
子
「
文
体
と
素
材
の
組
み
合
わ
せ
」（
芥
川
賞
選
評
）『
文
藝
春
秋
』
二
〇

〇
四
年
九
月
号 
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（
８
）
た
と
え
ば
、
石
原
慎
太
郎
は
、「
題
名
そ
の
も
の
ま
で
も
が
『
好
き
好
き
大
好
き
超

愛
し
て
る
。』
に
い
た
っ
て
は
、
う
ん
ざ
り
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
芥
川
賞
選

評
『
文
芸
春
秋
』
二
〇
〇
四
年
九
月
号
） 

（
９
）
片
山
恭
一
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』
二
〇
〇
一
年
三
月 

小
学
館 

（
10
）
島
田
雅
彦×
大
森
望×

豊
崎
由
美
「
鼎
談 

小
説
よ
媚
び
る
な
！
―
―
Ｚ
文
学
賞
選

考
会
実
況
中
継
」
『
ユ
リ
イ
カ 

特
集
「
文
学
賞AtoZ

」
』
二
〇
〇
四
年
八
月
号 

（
11
）「
高
橋
源
一
郎×

斎
藤
美
奈
子 

書
評
対
談
」『S

I
G
H
T

別
冊 

日
本
一
怖
い
！
ブ
ッ

ク
オ
ブ
ザ
イ
ヤ
ー2

0
0
5

』
二
〇
〇
四
年
一
二
月 

ロ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ン 

（
12
）『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
は
、
二
〇
〇
三
年
頃
か
ら
徐
々
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
始
め
、
三

二
一
万
部
の
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
作
品
で
あ
り
、
発
表
さ
れ
た
当
初
（
二
〇
〇

一
年
三
月
）
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
優
柴
咲
コ
ウ
の
「
泣
き
な
が

ら
一
気
に
読
み
ま
し
た
。
私
も
こ
れ
か
ら
こ
ん
な
恋
愛
を
し
て
み
た
い
な
っ
て
思
い
ま

し
た
。
」
と
い
う
宣
伝
帯
を
付
す
と
と
も
に
売
り
上
げ
が
急
激
に
伸
び
た
と
い
う
。
二

〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
の
、
相
次
ぐ
映
画
化
、
ド
ラ
マ
化
、
舞
台
化
に

よ
っ
て
、
そ
の
知
名
度
は
右
肩
上
が
り
と
な
っ
た
。（
参
考:

斎
藤
美
奈
子
『
誤
読
日
記
』

二
〇
〇
五
年
七
月 

朝
日
新
聞
社
） 

（
13
）
前
掲 

注
10 

（
14
）「
メ
ッ
タ
斬
り
！
版 

芥
川
賞
直
木
賞
選
考
会
」『
エ
キ
サ
イ
ト
ブ
ッ
ク
ス
』
二
〇
〇

四
年
七
月
一
四
日(

二
〇
一
三
年
七
月
二
五
日
取
得)http://w

w
w.excite.co.jp/book

/new
s/topics/089/p01.htm

l 

（
15
）
笠
井
潔
「
「
近
代
文
学
の
終
り
」
と
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
（『
ユ
リ
イ
カ
九
月
臨
時
増
刊

号 

総
特
集
西
尾
維
新
』
二
〇
〇
四
年
九
月
） 

（
16
）
加
藤
典
洋
は
、
「
よ
く
ぞ
、
こ
ん
な
も
の
を
書
い
た
」
、「
非
常
に
心
地
よ
か
っ
た
」

と
か
な
り
高
く
評
価
し
て
い
る
。（
川
村
二
郎×

秋
山
駿×

加
藤
典
洋
「
創
作
合
評
」『
群

像
』
二
〇
〇
四
年
二
月
号
） 

（
17
）
芥
川
賞
選
評
『
文
芸
春
秋
』
二
〇
〇
四
年
九
月
号 

（
18
）
前
掲 

注
16 

（
19
）
前
掲 

注
11 

（
20
）
前
掲 

注
10 

（
21
）
た
と
え
ば
、『
不
如
帰
』
、『
野
菊
の
墓
』
、『
風
立
ち
ぬ
』
な
ど
、「
女
性
が
死
ぬ
こ
と

で
完
成
す
る
純
愛
」
と
い
う
物
語
パ
タ
ー
ン
を
背
負
っ
た
作
品
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

（
22
）
こ
の
「
ろ
っ
骨
融
合
」
に
つ
い
て
、
作
中
で
は
詳
し
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。

と
に
か
く
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
に
は
、「
ア
ダ
ム
」
と
「
イ
ヴ
」
に
は
な
れ
な
い

ら
し
い
。
女
性
の
身
体
か
ら
肋
骨
を
抜
き
取
り
、
そ
れ
を
男
性
が
握
っ
て
、
女
性
を
操

縦
す
る
。
融
合
に
は
相
性
が
あ
る
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
男
性
が

女
性
を
「
操
縦
す
る
」
と
い
う
、
女
性
支
配
の
構
図
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。 

（
23
）「
コ
ミ
ッ
ク
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
Ｓ
Ｆ
、
特

撮
、
フ
ィ
ギ
ア
そ
の
ほ
か
、
た
が
い
に
深
く
結
び
つ
い
た
一
群
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
。

東
は
「
オ
タ
ク
系
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。（
東
浩
紀
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン 

オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月 

講
談
社
現
代
新
書
） 

（
24
）
大
塚
英
志
「
文
学
自
動
製
作
機
械
―
舞
城
王
太
郎
を
一
例
と
し
て
―
」
『
群
像
』
二

〇
〇
三
年
九
月
号 

（
25
）
愛
媛
川
十
三
「
い
ー
か
ら
皆
密
室
本
と
か
Ｊ
Ｄ
Ｃ
と
か
書
い
て
み
ろ
っ
て
。
」『
群
像
』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
。
掲
載
雑
誌
の
巻
末
で
、
「
愛
媛
川
十
三
」
は
「
覆
面
作
家
」
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
舞
城
作
品
『
煙
か
土
か
食
い
物
』
、
『
暗
闇
の
中
で
子
供
』

内
に
登
場
す
る
奈
津
川
三
郎
の
「
三
文
ミ
ス
テ
リ
作
家
」
と
し
て
の
名
前
で
も
あ
る
。 

（
26
）
一
般
的
に
は
道
具
、
装
置
、
仕
掛
け
な
ど
の
こ
と
を
指
す
。 

（
27
）「
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
の
略
語
。
同
人
誌
（
二
次
創
作
作
品
）
即
売
会
の
こ
と
。 
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（
28
）
本
作
の
形
式
段
落
は
「
二
字
下
げ
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
文
引
用
の
際

は
、
テ
キ
ス
ト
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
倣
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
ど
の
よ

う
な
意
図
が
あ
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。 

（
29
）「
サ
サ
キ
バ
ラ
・
ゴ
ウ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー:

東
浩
紀
／
佐
藤
心
）
美

少
女
ゲ
ー
ム
の
起
源
」『
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
臨
界
点 

波
状
言
論
臨
時
増
刊
号
』
二
〇

〇
四
年
八
月 

 

（
30
）
前
島
賢
『
セ
カ
イ
系
と
は
何
か 

ポ
ス
ト
・
エ
ヴ
ァ
の
オ
タ
ク
史
』
二
〇
一
〇
年
二

月 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書 

（
31
）
宇
野
が
東
の
論
を
ま
と
め
た
言
葉
を
借
用
し
て
い
る
。
（
宇
野
常
寛
『
ゼ
ロ
年
代
の

創
造
力
』
二
〇
〇
八
年
七
月 

早
川
書
房
） 

（
32
）
東
浩
紀
「
萌
え
の
手
前
、
不
可
能
性
に
と
ど
ま
る
こ
と
―
―
『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
」
に
つ
い

て
」『
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
臨
界
点
』
前
掲 

注
29 

（
33
）「
酷
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
」
と
、
反
省
し
、「
後
ろ
め
た
さ
を
中
和
」
し
な
が

ら
ポ
ル
ノ
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
態
度
は
、「
安
全
に
痛
い
」
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、「
レ

イ
プ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
の
居
直
り
」
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
宇
野
の
論
理
で
あ
る
。 

 
 

前
掲 

注
31 

（
34
）
久
米
依
子
「
少
年
少
女
の
出
会
い
と
そ
の
陥
穽
―
―
性
制
度
の
攪
乱
に
向
け
て
」（
一

柳
廣
孝
／
久
米
依
子
編
著
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
研
究
序
説
』
二
〇
〇
九
年
四
月 

青
弓
社
） 

（
35
）
久
米
は
『
少
女
小
説
の
生
成
』
（
「
第
15
章 

闘
う
〈
少
女
〉
の
任
務
と
少
女
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
二
〇
一
三
年
六
月 

青
弓
社
）
の
中
で
「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
は
じ
め
と

す
る
昨
今
の
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
は
闘
う
少
女
が
頻
出
し
て
い
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
闘
う
少
女
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
は
、
一
般
的
に
は
マ
ン
ガ
や
ア
ニ

メ
絵
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
向
け
の
娯
楽
小
説
の
こ
と
指
す
。 

（
36
）
前
掲 

注
30 

（
37
）
セ
カ
イ
系
作
品
と
し
て
名
高
い
『
イ
リ
ヤ
の
空
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
夏
』（
秋
山
瑞
人 

二

〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
三
年 

電
撃
文
庫
）
を
指
す
。
軍
の
秘
密
兵
器
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
で

あ
る
少
女
イ
リ
ヤ
と
、
そ
ん
な
少
女
に
対
し
て
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
無
力
な
少
年
浅
羽
の
悲
恋
を
描
い
た
物
語
。 

（
38
）
久
美
沙
織
が
日
日
日

あ

き

ら

の
『
ち
ー
ち
ゃ
ん
は
悠
久
の
向
こ
う
』（
二
〇
〇
五
年
二
月 

新

風
舎
）
の
解
説
で
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
そ
の
周
辺
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
世
界

の
男
子
主
人
公
達
が
「
ナ
イ
ー
ブ
で
傷
つ
き
や
す
い
の
に
い
さ
さ
か
ゲ
ン
ナ
リ
」
し
、

彼
ら
が
「
萌
え
」
る
少
女
た
ち
は
「
闘
っ
て
い
る
の
に
！
」
と
憤
っ
て
い
る
こ
と
を
受

け
て
い
る
。 

（
39
）
イ
ヴ
だ
け
が
奇
妙
な
片
仮
名
交
じ
り
の
名
前
で
あ
る
こ
と
も
、
女
性
の
差
異
化
を
強

調
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

（
40
）
前
掲 

注
16 

（
41
）
陣
野
俊
史
「
文
学
の
「
前
衛
」
の
た
め
に
―
―
舞
城
王
太
郎
論
」『
群
像
』
二
〇
〇

四
年
五
月 

（
42
）
前
掲 

注
11 

（
43
）
例
え
ば
、
「
僕
」
の
書
く
ノ
ベ
ル
ス
『
ラ
リ
ア
ッ
ト
・
ポ
イ
ン
ト
』
シ
リ
ー
ズ
の
登

場
人
物
の
名
前
は
、「
ニ
オ
モ
」
の
登
場
人
物
の
名
前
と
よ
く
似
て
い
る
（
「
サ
駅
さ
ん
」

（
柿
緒
Ⅱ
）
、「
河
野
ミ
気
」
（
ニ
オ
モ
）
な
ど
）
。 

 
※
テ
キ
ス
ト
は
『
好
き
好
き
大
好
き
超
愛
し
て
る
。
』
（
二
〇
〇
八
年
六
月 

講
談
社
文
庫
）

を
使
用
し
た
。
ま
た
傍
線
は
私
に
附
し
た
。 

 

(

ち
ょ
う
き
ゅ
う 

り
さ
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学)
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