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大
衆
文
化
の
中
の
楽
観
主
義

ー

ポ
リ
ア
ン
ナ
イ
ズ
ム
を
め
ぐ

っ
て
ー

有

田

亘

〈
要
旨
〉

楽
観
主
義

と
い
う

肯
定
的

で
あ
る
は
ず

の
価
値
観

に
は
、
常

に
現

実
離
れ
し
た
嘘

く

さ
さ
が

つ
き

ま
と

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の

一
方

で
、
分
別
を

わ
き
ま
え
た
現
実

主
義

の
評
判
が

よ
い
わ
け

で
も
け

っ
し
て
な

い
。
本
稿

で
は
大
衆
文
化

の
中
で

の
楽
観

主
義

/

現
実
主
義

の
問
題
を

、
現
実
/

フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
社
会
的
構
築

の
問
題
と
し

て
考
察

す
る
。
そ
の
作
業
を
行
う
際
、
具
体
的
素
材
と

し
て
、
エ
レ
ナ

・
ポ
ー
タ
ー
の
小
説

『
ポ

リ
ア
ソ
ナ
』
-

日
本

で
は

一
九

八
六
年

に
テ
レ
ビ

ア

ニ
メ
化
さ
れ
た
ー

の
主
人
公

ポ
リ

ア
ン
ナ

の
、
「
よ
か

っ
た
探

し
」

と
呼

ば
れ
る
非
常

に
極
端
な
楽
観
主
義
を
取
り
上

げ
る
。
「
ポ

リ
ア
ソ
ナ

・
フ

ィ
ー
バ
ー
」

と
呼
ば

れ
る
社

会
現
象
を
起

こ
す
ほ
ど
極
端
な

人
気

を
獲
得
し
た
そ

の
作
品
を
通
じ

て
、
楽
観
主
義
を
好

む
人

々
と
嫌
う

人

々
そ
れ
ぞ

れ

の
現
実

旺
フ
ィ
ク
シ

ョ
ソ
構
築

の
仕
方
と
、
そ
の
相
補
的
関
係

に

つ
い
て
論
じ

る
。

キ

ー
ワ

ー
ド

楽
観
主
義

・
現
実
主
義

・
社
会
的
構
築

・
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン

・
ポ
リ
ア

ソ
ナ
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1
.
楽
観
主
義
/
現
実
主
義

楽
観
主
義
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
感
情
は
お
そ
ら
く
、相
当
屈
折
し
て
い
る
。

字
義
通
り
に
と
ら
え
る
な
ら
き
わ
め
て
肯
定
的
な
は
ず
の
そ
の
思
考
法
は
、

悲
観
主
義
i

虚
無
主
義

・
厭
世
思
想
を
含
め
て
ー

の
対
立
項
と
し
て
扱
わ

れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
自
体
に
思
想
的
意
義
が
あ
る
と
は
通
常
見
な
さ

れ
て
い
な
い
。
何
も
考
え
て
い
な

い
気
楽
さ
、
あ
る
種
の
批
判
意
識
の
欠
如
。

こ
れ
ら
は
楽
観
主
義
に
つ
き
ま
と
う
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し

「
物
事
に
は
善
悪
両
面
あ
る
」
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
ば
知

っ
て
い
る
。

楽
観
主
義
も
悲
観
主
義
も
同
様
に
、

一
面
的
な
物
の
見
方
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
両
者
を
折
衷
し
て
日
常
生
活
を
現
実
的
に

送

っ
て
い
る
の
渉
普
通
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
楽
観
主
義
の
せ
め
て
悲
観
主

義
と
同
程
度
の
名
誉
回
復
を
図
り
た
い
と
か
、
楽
観
主
義
/
悲
観
主
義
図
式
の

精
密
化
を
行
お
う
と
い
っ
た
意
欲

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
(お
そ
ら
く
は
そ

う
し
た
二
元
論
自
体
、
悲
観
主
義
的
な
議
論
の
枠
組
み
か
ら
導
か
れ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。)

む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
「
分
別
あ
る
現
実
主
義
」
も
楽
観
主
義

(悲
観

主
義
)
同
様
に
評
判
が
悪
い
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
楽
観
主
義
/
悲
観
主
義
の

ど
ち
ら
か

一
方
を
選
択
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
わ
れ
わ
れ
の
ア
ン
ビ
ヴ

ァ
レ
ソ

ト
な
感
情
は
、
そ
う
し
た
躊
躇
自
体
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
現
実
の
二
面
性

(と
い
う
真
実
)
を
わ
れ
わ
れ
が
知

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
、
分
別
を
わ
き

ま
え
る
こ
と
へ
の
不
快
感
。
だ
と
す
れ
ば
、

一
般
に
楽
観
主
義
に
つ
き
ま
と
う

「嘘
く
さ
い
」
雰
囲
気
を
、
悲
観
主
義
と
の
対
比
で

"批
判
意
識
や
問
題
意
識

の
欠
如
"
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「分
別
く
さ
い
」
雰
囲
気
を
撒

き
散
ら
す
現
実
主
義
と
の
対
比
で
、
"現
実
と
虚
構

の
分
別
の
仕
方
"
の
問
題

と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「社
会
的
構
築
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
流
派
の
社
会
学
は
こ
の
問
題
の
考
察
に

役
立

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

2

ポ
ピ

ュ
ラ
ー

・
フ

ィ
ク
シ

ョ
ン
の
社
会
的
構
築

社
会
的
構
築
主
義
は
今
日
、
"社
会
的
現
実
は

一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
と
し

て
存
在
す
る
"
と
い
う
そ
の
主
張
を
拡
張
し
、
。そ
れ
と
同
時
に
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
は

一
つ
の
社
会
的
現
実
と
し
て
存
在
す
る
"
側
面
を
も
強
調
す
る
よ
う
に

な

っ
て
き
て
い
る
。

A

.
シ
ュ
ッ
ツ
や
P

・
L

・
バ
ー
ガ
ー
H
T

・
ル
ッ
ク
マ
ン
と
い
っ
た
、
比

較
的
初
期
の
こ
ろ
の
社
会
的
構
築
主
義
の
含
意
は
次
の
よ
う
な
主
張
に
整
理
で

き
る
。
ー

社
会
的
現
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、

現
に
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
が
存
在
す
る

(い
わ
ゆ
る

「
多
元
的
現
実
」
の
強
調
)

が
ゆ
え
に
、
社
会
的
現
実
を
構
築
す
る
に
は
、
そ
の
現
実
に
対
す
る
疑
念
を
自

発
的
に
脇
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
(い
わ
ば

"虚
構

へ
の
没
入
"
に
よ

っ
て
現

実
が
成
立
す
る
と
い
う
観
点
。)

そ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
や
そ
れ
以
後
の
研
究
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
比
較
的
新
し
い
社
会
的
構
築
主
義
は
次
の
よ
う
な
批
判
的
含

意
を
持

つ
も
の
と
し
て
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
ー

人
々
は

"虚
構

へ
の
没
入
"
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に
よ

っ
て
社
会
的
現
実
を
構
築
し
て
い
る
が
、
自
ら
の
没
入
し
て
い
る
も
の
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
(
"フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
と
知
り
つ

つ
そ
れ
を
楽
し
む
"
よ
う
な
、

一
定
の
批
判
的
距
離
な
い
し
は
あ
る
種
の

"共

犯
関
係
"
の
指
摘
。)

こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
理
論
の
分
野
で
の
近
年
の
成
果
1

"社
会
は
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
"
と
同
時
に

。そ
の
テ
ク
ス
ト
は
社
会
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
"

と
軌
を

一
に
す
る
動
向
と
言
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
文
学
作
品
の
よ
う
な
フ

ィ
ク
シ
ョ
ソ
に
対
し
て
、
社
会
的

現
実

へ
の

一
定
の
批
判
力
を
認
め
る
立
場
が

生
じ
て
く
る
。

R

・
ス
コ
ー
ル
ズ
、
L

・
マ
キ

ャ
フ
リ
ー
、
P

・
ウ
ォ
ー
な
ど
が
提
唱
し
た

「メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
」
は
、
文
学
的
自
己
言
及
装
置
を
備
え
た

「自
意
識

的
」
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
焦
点
を
当
て
る
。
た
と
え
ば
、

一
つ
の
小
説
内
部
に

も
う

一
つ
の
小
説
を
物
語
る
も
う

一
人
の
小
説
家
が
登
場
す
る
こ
と
。
た
と
え

ば
、
小
説
内
の
人
物
が
時
空
を
越
え
て
実
在
の
人
物
と
対
話
し
た
り
、
作
者
や

読
者
と
対
決
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
現
実
の
歴
史
渉
小
説
の
架
空
世
界
の
中

で
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
だ
け
の
架
空
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ

ー

一
見
S
F
的
、
し
か
し
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
小
説
渉
内
在
さ
せ
て
い
る

で
あ

ろ
う

そ
う

し

た

形

態

は

、

自

己

反

省

的

な

フ

ィ
ク

シ

ョ
ン
、

自
ら

が

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン
で
あ

る

こ
と

に
自

覚

的

な

フ

ィ

ク
シ

ョ
ソ
で

あ

る

と

い
う

だ

け

の

こ

と

で

、
特

に

。
メ

タ
"

フ

ィ

ク

シ

ョ
ン
と

呼

ば

れ

る

わ

け

で

は

な

い

。

ス

コ
ー

フ
ァ
ビ
ュ
レ
　
シ
ョ
ソ

ル
ズ
は
、
現
実
の
本
質
を
問
い
直
す
文
学
形
式
を
寓
意
的
物
語
と
呼
び
、
そ
の

上
で
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
自
体
の
本
質
を
問
い
直
す
フ
ァ

ビ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

自
ら
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性

へ
の
自
覚
を
通
じ
て
、
実
際
の
社
会
的
現
実

の
フ
ィ

(1
)

ク
シ

ョ
ン
性
を
も
露
呈
さ
せ
る
点
が
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
は
必
然
的
に
、
"文
学
作
品
"
そ
の
も
の
よ
ゆ
も
む
し
ろ
、

そ
の
作
品
を

"読
む
"
ま
た
は

"書
く
"
と
い
っ
た

"関
与

(行
為
の
関
係
性
)"

こ
そ
が
、
社
会
的
現
実
に
対
し
て

一
定
の
批
判
力
を
発
揮
し
て
い
る
当
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
含
意
し
て
い
よ
う
。
近
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ポ

ピ

ュ
ラ
ー

・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
論
」
の
動
向
も
、
こ
う
し
た
流
れ
に
沿

っ
た
も
の

と
言
え
る
。
大
衆
小
説
、
映
画
、
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
、
"人
気
の
あ
る
"

フ
ィ

ク
シ
ョ
ソ
が
広
範
な
人
々
の
性
向
、
能
力
、
主
観
性
を
編
成

・
調
整
す
る
機
能

の
分
析
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く

"人
々
の
"

構
築
し
て
い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
現
実
1ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
社
会
的
構
築
に
対
し
て

"共
犯
関
係
"
と
い
う

(2
)

比
喩
は

一
定
の
妥
当
性
を
獲
得
し
て
い
る
。

た
だ
し
人
々
は
単
に
、
共
通
の
利
害
関
心
で
あ
る
同

一
の
現
実
H
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
を
仮
構
し
て
い
る

(
つ
ま
り

「
共
同
幻
想
の
維
持
」
)
と
い
う
意
床
に
お

い
て
、
"共
犯
関
係
"
に
あ
る
の
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
社
会
的
現
実
は
本
来

多
元
的
で
あ

っ
て
、
同

一
・
共
通
で
あ
る
保
証
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
複
雑
な
社
会
的
状
況
の
中
で
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
共
犯
関
係
に
は
様
々
な
裏
切
り
、
錯
誤
、
行
き
違
い
が

つ
き
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
。フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら

楽
し
ん
で
い
る
"
人
間
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
に
つ
い
て

。す
べ

て
を
"
承
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
"共
犯
関
係
"
は
あ
る
種
の

"意
図
せ
ざ
る
結
果
"
と
し
て

大衆文化の中の楽観主義103



生
じ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
実
1ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
前
に
し
た
と
き
の
人

々
の
苛
立
ち
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
快
楽
や
後
ろ
め

た
さ
は
、
こ
の
こ
、と
を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

多
く
の
人

々
が
胡
散
臭
さ
を
か
ぎ

つ
け
、
ま
た
愛
着
を
感
じ
て
も
い
る
楽
観

主
義
は
、
こ
う
し
た
ポ
ピ

ュ
ラ
i

・
フ
ィ
ク
シ

ョ
ソ
の
典
型
例
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
1

本
稿
で
は
こ
の
観
点
か
ら
議
論
を
進
め
る
。

3

ポ

リ
ア
ン
ナ

大
衆
文
化
の
中
の
楽
観
主
義
を
考
え
る
上
で
格
好
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
非
常
に
極
端
な
事
例
渉
存
在
す
る
。
エ
レ
ナ

・
H

・
ポ
ー

タ
ー
の

『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
(
一
九

一
三
年
)
。
少
女
向
け
児
童
文
学
の
古
典
と
し

て
知
ら
れ
る
こ
の
小
説
は
、
日
本
で
は
フ
ジ
テ
レ
ビ
が

一
九
八
六
年
に
ア
ニ
メ

化
し
、
日
曜
夜
七
時
半
か
ら
の

「世
界
名
作
劇
場
」
の
枠
で
放
映
さ
れ
た
吩
V

主
人
公
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
テ
ア
は
両
親
を
亡
く
し
、
裕
福
だ
が
頑
固
で
陰

鬱
な
性
格
の
叔
母
バ
レ
ー
の
も
と

に

「義
務
感
か
ら
」
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
だ
が
天
性
の
素
直
で
明
る

い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
ポ
リ
ア
ソ
ナ
は
、

バ
レ
ー
や
人

々
の
閉
さ
さ
れ
た
心
を
開
き
、
や
が
て
町
中
す
べ
て
が
明
る
く
幸

せ
で
親
切
な
人
々
に
な
る
…
。

ス
ト
ロ
リ
　

『
愛
少
女
ポ
リ
ア
ン
ナ
物
語
』

と
い
う

フ
ル
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
す
で
に
予

測
さ
れ
る
こ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
ア
ニ
メ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
『
ア
ル
プ

ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
や

『赤
毛
の
ア
ン
』
な
ど
で

「世
界
名
作
劇
場
」
が
培

っ

て
き
た
お
家
芸
の
パ
タ
ー

ン
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
が
重
要
な
の
は

そ
の

(た
し
か
に
楽
観
主
義
的
な
)
パ
タ
ー
ン
で
は
む
し
ろ
な
く
、
結
果
的
に

そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
や
り
方
で
あ
る
。

第

一
話
の
冒
頭
で
ポ
リ
ア
ン
ナ
が
父
親
に
、
大
好
き
な
ハ
ム
エ
ッ
グ
が
貧
乏

ゆ
え
に
今
日
は
食
べ
ら
れ
な
く
て
も

「今
度
食
べ
る
と
き
は
今
日
の
何
倍
も
う

れ
し
い
わ
、
よ
か

っ
た
!
」
と
言
う
場
面
は
、
第

二
話
以
降
を
見
る
か
ど
う
か
、

②

視
聴
者
の
判
断
を
左
右
し
た
と
言

っ
て
よ
い
。
物
語
の
要
点
は
、
ポ
リ
ア
ン
ナ

と
い
う
徹
底
的
に
善
意
と
明
る
さ
に
満
ち
た
女
の
子
が
行
う

「
よ
か

っ
た
探
し

(σq冨
仙
αq
薗
ヨ
Φ
)
」
と
い
う
遊
び

(と
い
う
よ
り
も
生
き
方
)
に
あ
る
。

そ
れ
は
登
場
人
物
の

一
人
、
チ
ル
ト
ン
医
師
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
「何

が
起
こ
っ
て
も
、
ま
た
起
こ
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
の
中
か
ら
よ
か

っ
た
と
思
え

る
こ
と
を
探
し
出
し
て
喜
ぶ
」
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
ど
ん
な
こ
と
で
も

「た

だ

と

に

か

く

よ

か

っ
た

と

思
う

(
..冒
馨

げ
。
ぎ
αq

αq
蒄

..)
」

こ
と

に

ほ
か

な

ら

な
い
。

ポ
リ
ア
ン
ナ
は
他
の
人

々
す
べ
て
を
愛
し
、
ま
た
自
分
も
愛
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
何
の
疑
い
も
差
し
挟
ま
な
い
。
た
と
え
ば
、
バ
レ
ー
は
姉

(ポ
リ
ア
ン
ナ

の
母
)
と
駆
け
落
ち
し
た
ジ

ョ
ン
を
快
く
思

っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ポ
リ

ア
ン
ナ
に
父
親
の
思
い
出
話
を
禁
じ
る
。
こ
の
仕
打
ち
に
ポ
リ
ア
ン
ナ
は
シ
ョ

ヅ
ク
を
受
け
は
す
る
も
の
の
、
叔
母
を
恨
む
こ
と
は
け

っ
し
て
な
い
。
逆
に
「お

父
さ
ん
の
こ
と
は
聞
き
た
く
な
い
と
言

っ
て
く
だ
さ
る
方
が
、
あ
た
し
に
は
楽

な
ん
だ
わ
。
話
さ
な
い
方
が

[
父
の
死
の
悲
し
み
を
]
我
慢
し
や
す
く
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
」
と
そ
の
親
切
を

「感
謝
」
す
る
。
ま
た
、
夕
食
に
遅
れ
た
罰

(と
い
う
よ
り
は
明
ら
か
に
バ
レ
ー
の
嫌
が
ら
せ
)
に
台
所
で
牛
乳
と
パ
ン
だ

け
で
す
ま
せ
る
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
と
き
も
、
自
分
の
好
き
な
パ

ン
と
牛
乳
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を
、
仲
良
し
の
メ
イ
ド
の
ナ
ン
シ
ー
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

て

「う
れ
し
い
」
と
喜
ぶ
。

要
す
る
に
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
は
物
事
を
必
ず
善
意
に
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る

才
能
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
前
に
暗
さ
や
悪
は

け

っ
し
て
存
在
し
え
な
い
。
1

こ
の
き
わ
め
て
楽
観
主
義
的
な

(だ
け
と
言

っ
て
も
よ
い
)
物
語
は
、
そ
の
何
か
が
人

々
の
社
会
的
想
像
力
を
刺
激
し
た
。

「世
界
名
作
劇
場
」
は
地
道
に
続
い
て
い
る
長
寿
番
組
と
い
う
印
象
が
あ

っ

た
が
、
『
ポ
リ
ア
ソ
ナ
』
は
平
均
約
二
〇
%
の
高
視
聴
率
を
獲
得
し
、
普
段
は

そ
の
番
組
枠
を
大
き
く
取
り
上
げ

る
こ
と
の
な
い
ア
ニ
メ
雑
誌
の
表
紙
を
ポ
リ

ア
ソ
ナ
が
飾

っ
た
り
、
人
気
投
票

で
彼
女
の
名
前
が
上
位
に
ラ
ソ
ク
さ
れ
た
り

(↓

も
し
た
。
だ
が
人
気
の
大
き
さ
自
体
よ
り
も
こ
こ
で
は
そ
の
性
質
、
人
々
の
関

心
が
そ
の
物
語
の
現
実
表
象

の
仕
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
人
々
は
よ
か

っ
た
探
し
の
実
現
可
能
性
に

「
想
像
力
」
を
め
ぐ
ら
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
を
い
わ
ゆ
る

「ポ
ジ
テ
ィ
ブ

・
シ
ン
キ
ソ
グ

の
す
す
め
」

と
し
て
受
け
取

っ
た
人

々
は
多
い
。
彼
女
を
見
習

っ
て

一
日

一
回
よ
か

っ
た
を

探
す
決
心
を
表
明
す
る
手
紙
の
数

々
が
、
ア
ニ
メ
雑
誌
の
読
者
欄
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人

々
に
と

っ
て
、
よ
か

っ
た
探
し
は
単
な
る

「
処
世
術
」

の
枠
を
踏
み
越
え
る

「現
実
感
」

の
ご
と
き
何
か
を
帯
び
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
と
え
ば

『
ア
ニ
メ

ヅ
ク
』
誌
に
寄
せ
ら
れ
た
あ
る
男
性
読
老
の
感
想

は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
「
ポ
リ
ア
ン
ナ
と

[赤
毛
の
]
ア

ン
は
嫌

な
こ
と
が
あ

っ
て
も
す
ぐ
に
立
ち
直
れ
る
と
こ
ろ
が
似
て
い
る
。
し
か
し
、
ア

ン
が
想
像
に
よ

っ
て
、
悪
く
言
え
ば
現
実
か
ら
逃
避
気
味
で
あ
る
の
に
、
ポ
リ

↑
)

ア
ン
ナ
の

『
よ
か

っ
た
探
し
』
で
は
現
実
か
ら
逃
げ
出
さ
な
い
。」

し
か
し
第

二
話
以
降
を
見
よ
う
と
し
な
か

っ
た
人
々
の
大
多
数
の
「
現
実
感
」

は
そ
れ
と
は
正
反
対
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
が

「逃
げ
出
さ

な
い
」
で
立
ち
向
か
う

「現
実
」
は
ど
う
見
て
も
非
現
実
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

ポ
リ
ア
ソ
ナ
が
魅
力
的
で
愛
す
べ
き
個
性
を
持

っ
た
快
活
な
子
供
だ
と
、
作
品

内
で
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
も
の
の
、
彼
女
の
魅
力
を
信
じ
る
に
は
相
当
の
努

力
を
要
す
る
、
と
は
ア

ニ
メ
は
も
ち
ろ
ん
、
原
作
の
小
説
か
ら
し
て
よ
く
指
摘

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『ポ
リ
ア
ン
ナ
』

の
文
学
作
品
と
し
て
の

(特
に
批
評

家
た
ち
の
間
の
)
評
判
は
、
古
典
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
な
り
悪
い
が
、

そ
の
理
由
は
ポ
リ
ア
ソ
ナ
の
魅
力
が
同
時
代
の
似
た
よ
う
な
小
説
I

L

・
モ

ソ
ゴ
メ
リ

『
赤
毛
の
ア
ン
』
、
K

・
ウ
ィ
ギ
ソ

『少
女
レ
ベ
ッ
カ
』
な
ど
ー

に
比
べ
て
明
ら
か
に
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ア
ソ
や
レ
ベ

ッ
カ
は
、
こ
の
世
が
善
と
悪
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
、
す
べ
て
の

人

々
が
親
切
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
と
も
に
自

分
た
ち
が
望
ま
れ
た
者
で
は
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
だ
が
ポ
リ
ア
ソ
ナ
の

純
真
無
垢
さ
、
誰
も
が
善
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
彼
女
の
信
念
は
行
き
過
ぎ
で

(↓

あ
り
、
不
自
然
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
ポ
リ
ア
ソ
ナ
が
実
際
に
い
た
ら
困
る
」
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
よ
か

っ
た
探
し
を
さ
れ
て
本
当
に

「
よ
か

っ
た
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
は
実
際
ほ
と
ん
ど
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
中
な
ら
実
害
は
な
い

が
、現
実
に
は
か
な
り
の
無
理
と
迷
惑
を
と
も
な
う
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、彼
女
が
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
の
見
分
け
が

つ
い
て
い
な
い
と
か
、

あ
る
い
は
端
的
に
現
実
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い

っ
た
、
た
だ
そ
れ
が
デ
タ
ラ
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メ
な
話
で
あ
る
点
か
ら
の
み
そ
の
作
品
を
断
罪
す
る
こ
と
も
む
ず
か
し
い
。

現
に
、
興
味
深

い
こ
と
に

「ポ

リ
ア
ン
ナ
が
実
際
に
い
た
ら
困
る
」
と
い
う

す
ぐ
れ
て
現
実
的
な
発
言
は
、
ポ

リ
ア
ソ
ナ
好
き
の
人
々
も
よ
く
口
に
す
る
。

よ
か

っ
た
探
し
が
非
現
実
的
な
の
は
折
り
込
み
ず
み
で
あ
り
、
自
分
た
ち
は
純

粋
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
と
し
て
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

当
然
ポ
リ
ア
ン
ナ
嫌
い
の
人
々
に
は
そ
れ
は
矛
盾
し
た
言
い
訳
め
い
て
し
か
聞

こ
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
絶
望
的
な
ほ
ど
正
反
対
の

「現
実
感
」
は
皮

肉
な

一
致
を
み
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
を
観
て
、
あ
る
い

は
読
ん
で

「
よ
か

っ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
、

一
方
は
少
し
で
も
信
用
の
置
け

ぬ
も
の
と
す
る
た
め
に
、
他
方
は
少
し
で
も
疑
問
の
余
地
な
き
も
の
と
す
る
た

め
に
、
同
じ
言
葉
を
用
い
る
。
ど
う
や
ら
、
現
実
主
義
的
な
思
考
ー

現
実
と

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
明
確
な
実
体
を
と
も
な

っ
た
差
異
ー

を
、
人
々
は
い
ず
れ

に
せ
よ
支
持
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
差
異
こ
そ
が

一
定

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
孕
ん
だ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
さ
ら
に
言
え

ば
、
そ
う
し
た
現
実
の
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
性
を
見
い
出
す
議
論
は
、
(前
節

の
議

論
を
踏
ま
え
て
)
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
現
実
性
を
め
ぐ
る
議
論
と
同
時
並
行
的
に

進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
よ
か

っ
た
探
し
を
現
実
と
思
い
込
ん
で
い
る
読
者

の
言
葉
が
、
そ
の
非
現
実
性
を
指
摘
す
る
批
評
家
た
ち
の
言
葉

の
、
見
事
な
ま

で
の
裏
返
し
に
な

っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学
批
評
と
、

そ
の
分
野
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
知
ら
な
い
ま
ま
な
さ
れ
た
彼
の
発
言
と
の
奇
妙

な

一
致
は
、
何
ら
か
の
言
説
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
稼
働
し
て
い
る
こ
と
を
予
感
さ

せ
る
。

ポ
リ
ア
ン
ナ
に
対
す
る
好
悪
入
り
交
じ

っ
た
反
応
は
、
人
々
の

。
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
し
て
の
楽
観
主
義
"

へ
の
対
処
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4
.
現
実
と
の
直
面

今
日
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
す
れ
ば
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
よ
か

っ
た
探
し

に
は
理
不
尽
か

つ
理
解
不
能
な
も
の
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
原
作
小
説
の
読
者
な
ら
、
そ
の
作
品
が
最
初
世
に
現
れ
た
と
き
の

評
価
が
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
肯
定
的

・
好
意
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ

て
い
る
。

そ
れ
は

「
ポ
リ
ア
ソ
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
」
と
呼
ば
れ
、
「第

一
次
世
界
大
戦

に
次
ぐ
影
響
」
を
ア
メ
リ
カ
に
与
え
た
と
ま
で
騒
が
れ
た
極
端
な
出
来
事
だ

っ

(8)

た
。

「
[よ
か

っ
た
探
し
は
凵

こ
の
世
が
作
ら
れ
て
以
来
発
見
さ
れ
た
最
も
偉
大

な
ゲ
ー
ム
と
言

っ
て
も
、
お
そ
ら
く
決
し
て
言
い
す
ぎ
に
は
な
る
ま
い
。」
「
こ

の
世
を
よ
り
楽
し
く
す
る
の
に
貢
献
し
た
人
々
の
リ
ス
ト
に
、
ポ
リ
ア
ソ
ナ
と

エ
レ
ナ

.
H

・
ポ
ー
タ
ー
の
名
前
を
付
け
加
え
る
べ
き
だ
。
」
ー

新
聞
各
紙

は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
小
説
を
絶
賛
し
た
。
そ
の
作
品
に
は
人
を
変
え
る
力
が
あ
る
、

と
い
う
感
謝
の
言
葉
が
、
株
式
仲
買
人
や
牧
師
、
伝
道
師
、
億
万
長
者
、
裕
福

な
未
亡
人
、
事
務
員
、
そ
し
て
感
動
し
て
す
す
り
泣
か
ん
ば
か
り
の
新
聞
記
者

た
ち
か
ら
殺
到
し
た
。

一
九

=
二
年
の
初
版
と
同
時
に
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
を
記
録
し
た
単
行
本
は

一

九
二
〇
年
に
は
四
七
刷
を
重
ね
る
ま
で
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
だ
け
で
な
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く
ブ
ラ
ジ
ル
、
日
本
、
ト
ル
コ
な
ど
十
数
か
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
た
。
さ
ら
に

映
画
や
劇
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
が
作
ら
れ
、
「
白
い
山
小
屋
や
コ
ロ
ラ
ド
の

喫
茶
店
、
テ
キ
サ
ス
の
赤
ん
坊
た
ち
、
イ
ン
デ

ィ
ア
ナ
の
ア
パ
ー
ト
、
牛
乳
の

ブ
ラ
ン
ド
名
に
ま
で
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
。」

熱
狂
の
渦
は
全
米
に
広
が
り
、
各
地
に
彼
女
の
フ
ァ
ソ
ク
ラ
ブ

「よ
か

っ
た

ク
ラ
ブ
」
が
設
立
さ
れ
た
。
ク
ラ
ブ
は

『年
報
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
を
発
行
し
、
人

々
は
そ
の
会
員
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ほ
ほ
え
む
女
の
子
の
絵
の
つ
い

た
エ
ナ
メ
ル
の
ボ
タ
ソ
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
身
に
つ
け
は
じ
め
た
。
そ
の
ク
ラ

ブ
に
は

「喜
び
の
子
供
た
ち
」

そ
れ
は
三
二
歳
か
ら
七
六
歳
の
刑
務
所
の

囚
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
だ

っ
た

ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
た
。

原
作
者
ポ
ー
タ
ー
の
死
後
も
そ
の
人
気
は
衰
え
ず
、
さ
ら
な
る
続
編
を
待
望

す
る
人
々
の
声
は
、
別
作
者
た
ち
の
創
作
意
欲
を
か
き
立
て
、
『ポ
リ
ア
ン
ナ
、

ハ
リ
ウ

ッ
ド

へ
行
く
』
『気
を
つ
け
て
!
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
な
ど
の

「ポ
リ
ア
ソ

(9
)

ナ
も
の
」
十
二
本

(五
〇
本
と
い
う
説
も
あ
る
)
を
生
み
出
す
に
い
た

っ
た
。

こ
れ
ら

一
連

の
現
象
の
極
め

つ
け
が

「ポ
リ
ア
ソ
ナ
」
の
普
通
名
詞
化
で
あ

る
。
小
説

『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
の
い
く

つ
か
あ
る
邦
訳
は
す
べ
て
、
訳
者
あ
と
が

き
の
中
で
.、勹
o
ξ
彎
口
飢
.が
彼
女

の
よ
う
な
楽
観
主
義
者

一
般
を
指
す
名
詞
と

し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

、弓
o　
旨
§
巴
ω『
、"
(ポ
リ
ア
ソ
ナ

(の
よ
う

に
楽
観
主
義
)
的
な
)
と
、.℃
o
宦
冨
昌
昌
巴
ω目
.
(ポ
リ
ア
ソ
ナ

(
の
よ
う
な
楽

観
)
主
義
)
と
い
う

二
つ
の
派
生
語
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
『
ウ
ェ
ブ
ス

タ
ー
辞
典
』
を
参
照
し
つ
つ
紹
芥

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
ポ
リ
ア
ン
ナ
好
き
の
人
間

(訳
者
た
ち
自
身
を
含
め
て
)

に
と

っ
て
、
自
分
た
ち
の
嗅
ぎ

つ
け
た
ポ
リ
ア
ン
ナ
の

「
現
実
感
」
に
適

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
は
そ
も
そ
も
世
に
出
た
最
初
の
瞬
間
か

ら
、
現
実
に
起
こ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
現
実
的
な
現
象
を
引
き
起
こ
し
て

い
た
。
歴
史
は
極
端
な
楽
観
主
義
が
現
実
に
大
手
を
振

っ
て
ま
か
り
通
り
う
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
『
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
が
書
か
れ
た

二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
時
空
間
は
、
ま
.さ
し
く
楽
観
主
義
が
自
然

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い

「常
識
」
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
『ポ
リ
ア
ン
ナ
』
ほ
ど
徹
底
し
て
楽
観
主
義
的
な
作
品
が
徹
底

的
に
好
意
的
な
評
価
を
受
け
た
非
常
に
極
端
な
事
例
は
、
お
そ
ら
く
他
に
類
を

見
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
小
説
の
訳
者
た
ち
は
、
そ
れ
が
児
童
書
の
解
説
文

で
あ
る
た
め
か
、
『
ウ

ェ
ブ
ス
タ
ー
辞
典
』
の
正
確
な
記
述
を
引
用
し
な
い
。

実
際
に
は
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ロ
o
=<
①
コ
コ
o
"手
に
負
え
な
い

(ぎ
Φ震
①
ω臨
三
①
)
ほ
ど
の
楽
観
主
義
や
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
良
さ
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
傾
向
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
気
性
や
本
質
を
持

っ
て
い
る
人
。
過
度
に

(o
〈
Φ二
団
)
、
ま
た
し
ば
し

ば
盲
目
的
な

(げ
巨
色
同
)
ま
で
に
楽
観
的
な
人
物
。
苛
立
た
し
い
ほ
ど

(㌣

(10
)

蜂
9叶冨
ゆq
ξ
)
快
活
な
人
間
。

否
定
的

ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
多
分
に
含
む
修
飾
語
か
ら
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
楽
観
主
義

へ
の
人
々
の
苛
立
ち

(Φ×
餌ωb
O『βo
什一〇
昌
)
が
伝
わ

っ
て
く
る
。
(ま
た
英
和
辞

典
の
中
に
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
そ
れ
を

「
軽
蔑
語
」
と
規
定
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
。)

そ
し
て
訳
者
た
ち
は
ま

っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
の

巻
き
起
こ
し
た
熱
狂
的
な
ブ
ー
ム
は

一
九
四
〇
年
代
に
な
る
と
突
然
立
ち
消

え
、
そ
の
小
説
を
読
む
者
は
誰
も
い
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
一
九
四
七
年
の
『グ
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ッ
ド

・
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ

ソ
グ
』
誌

に
は
、
も
は
や

「
古
き
よ
き
時
代
の
」
も
の

と
な

っ
た
よ
か

っ
た
探
し
を
懐
か
し
む
作
家
R

・
シ
ャ
ン
ク
ラ
ソ
ド
の
エ
ッ
セ

イ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
価
値
転
落
は
な
ぜ
生
じ
た

の
か
。
は

っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
が
、
J

・
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
が
推
測
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
よ
か

っ
た

ク
ラ
ブ
」
の
面
々
は
明
ら
か
に
や
り
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
た
と
え
ば

「よ

か

っ
た
ク
ラ
ブ
」
の
会
報
に
、
車

に
轢
か
れ
た
少
女
が

「轢
い
た
車
が
リ
ム
ジ

ソ
だ

っ
た
の
で
よ
か

っ
た
わ
!
」

と
言

っ
て
い
る
漫
画
が
掲
載
さ
れ
た
事
例
を

(H
)

紹
介
し
て
い
る
。

『
ポ
リ
ア
ソ
ナ
』
自
体
の
中
に
も
行
き
す
ぎ
た
表
現
は
目
に
つ
く
。
関
節
炎

で
体
渉
曲
が

っ
て
い
る
庭
師
の
ト
ム
に
向
か

っ
て
、
そ
れ
以
上
体
を
か
が
め
る

必
要
が
な
く
て
よ
か

っ
た
と
慰
め
た
り
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
自
身
が
交
通
事
故
に
あ

っ
て
歩
け
な
く
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
中
で
、
「以
前
は
」
歩
け
た
の
が
よ
か

っ

た
、
と
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
納
得

の
仕
方
を
す
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、よ
か

っ
た
探
し
は
必
然
的
に
自
滅
す
る
運
命
に
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は

"過
剰
さ
ゆ
え
の
現
実
乖
離
"
と
い
う
図
式
で

あ
る
。
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
と
い
う
、
極
端
に
楽
観
主
義
的
な
作
品
が

極
端
な
人
気
を
得
た
後
で
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
た
出
来
事
以
後
、
こ
の
現
実
主

義
的
図
式
は

『
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
に
対
す
る
人

々
の
対
処
の
仕
方
を
決
定
づ
け
る

こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
図
式
に
基
づ
け
ば
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
に
苛
立

つ
人
々
の
現
実
主
義
的
な
判

断
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

第

一
に
、
過
去
実
際
に
存
在
し
た
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
、
つ
ま
り
ポ

リ
ア
ソ
ナ
の
魅
力
は
、
ま
さ
し
く
過
去
に
の
み
存
在
し
た
時
代
遅
れ
で
偶
発
的

な
代
物
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
少
な
く
と
も
、
現
代
人
に
と

っ
て
そ
れ
が
魅
力
や

心
地
よ
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
た
と
え
ば

M

.
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

『
児
童
文
学
人
名
辞
典
』
は
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
は

「半
世
紀

前
の
小
説
に
あ
る
、
知

っ
た
か
ぶ
り
で
感
傷
的
な
も
の
す
べ
て
の
雛
形
の
よ
う

曾
)

に
思
え
る
」
と
断
じ
る
こ
と
に
な
る
。

第

二
に
、
そ
の
よ
う
な
よ
か

っ
た
探
し
に
あ
え
て
納
得
の
い
く
理
由
づ
け
を

す
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
生
き
て
い
く
上
で
の
耐
え
難
い
苦
痛
に
対
す

る
心
理
的
な
防
御
と
見
な
す
の
が
最
も
説
得
的
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
人

々
は
そ
う
し
た
防
御
は
い
ず
れ
限
界
を
迎
え
る
だ
ろ
う
と
予
測
す
る
。
た

し
か
に
、
小
説
の
続
編

『ポ
ゾ
ア
ソ
ナ
の
青
春
』
の
中
に
は
、
ポ
リ
ア
ン
ナ
が

ボ
ス
ト
ン
の
ノ
ー
ス
エ
ソ
ド
地
区
の
貧
困
に
直
面
し
、
よ
か

っ
た
探
し
が
そ
こ

で
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
知
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
(た
だ
彼
女
に

と

っ
て
そ
れ
は
、
。そ
こ
で
は
"
う
ま
く
い
か
な
か

っ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で

は
あ
る
が
。)
ま
た
し
か
も
、
今
日
で
は

「ポ
リ
ア
ン
ナ
イ
ズ
ム
」
は
実
際
に

精
神
医
学
用
語
と
し
て
定
着
し
て
も
い
る
。
一
九
五
四
年
、R

・
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー

が

『
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
・
テ
ス
ト
に
お
け
る
精
神
分
析
的
解
釈
』
の
中
で
、
「
ポ

リ
ア
ン
ナ
的
否
認

(℃
oξ
㊤暮

鉱
警

畠
Φ巳
巴
)」
と
呼
ば
れ
る
症
例
を
研
究
し
、

心
身
症
に
よ
く
見
ら
れ
る
現
実
逃
避
的
防
衛
機
制
と
位
置
づ
け
た
の
が
そ
の
最

初
だ

っ
た
。
ポ
リ
ア
ン
ナ
が

「病
気
」
で
あ
る
こ
と
が
ま
さ
し
く

「科
学
的
」

曾
)

に
認
め
ら
れ
る
格
好
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
『
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
の
訳
者
た
ち
が
普

通
名
詞

「ポ
リ
ア
ン
ナ
」
の
意
味
を
歪
曲
し
て
伝
え
、
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
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バ
ー
の
顛
末
に
あ
え
て
触
れ
よ
う

と
し
な
か

っ
た
理
由
も
推
測
で
き
る
。
動
か

し
が
た
い
現
実
に
直
面
し
た
ポ
リ
ア
ソ
ナ
好
き
た
ち
は
自
分
た
ち
の
「現
実
感
」

を
何
が
な
ん
で
も
救
い
出
そ
う
と

、
嘘
を
真
と
言
い
く
る
め
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
、
と
。

こ
う
し
た
ポ
リ
ア
ン
ナ
嫌
い
の
苛
立
ち
11
過
剰
な
怒
り
を
肯
定
し
が
ち
な
主

張
に
は
、
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
や
彼
が
依
拠
し
て
い
る
ー

・
ハ
ッ
セ
ソ
の
よ
う
な

論
者
の
反
対
も
あ
る
。

グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、ポ

リ
ア
ン
ナ
は
「
心
優
し
い
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

で
、
。お
バ
カ
さ
ん
の
ふ
り
"
を
し

て
い
る
だ
け
」
で
あ
る
。
彼
女
が
叔
母
に

あ
て
が
わ
れ
た
む
さ
苦
し
い
屋
根
裏
部
屋
を
無
邪
気
に
喜
ん
で
み
せ
、
バ
レ
ー

を
か
え

っ
て
恥
じ
入
ら
せ
る
と
き
な
ど
、ポ
リ
ア
ン
ナ
は
ハ
ッ
セ
ン
の
言
う
「過

激
な
無
邪
気
さ

(「9◎α
凶0
9一
一ロ
ロ
O
O①
昌
O
①
)
」
を
う
ま
く
利
用
し
、
「成
熟
」
1

1
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
仕
方
な

く
屈
す
る
こ
と
ー

に
抵
抗
し
、
ま
た

一
定

(14
)

の
勝
利
を
お
さ
め
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
ポ
リ
ア
ン
ナ
は

一
つ
の
有
効

と
思
わ
れ
る
現
実
対
処
の
仕
方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
好
悪
ど
ち
ら
の
立
場
を
採
用
す
べ
き
か
は
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
い

ず
れ
の
場
合
も
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
非
現
実
性
が

「
過
剰
さ
」
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
両
者
は
と
も
に
、
同

一
の

「分
別
あ
る

現
実
主
義
」
に
基
づ
い
て
、
そ
の
境
界
線
を
め
ぐ
る
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
現
実
逃
避
機
能
に
帰
す
考
え
方

も
、
け

っ
し
て
行
き
過
ぎ
で
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
は
い
え
、
グ
リ
ス
ウ

ォ
ル
ド
旺
ハ
ッ
セ
ン
の
よ
う
な
や
や
穿
ち
過
ぎ
の
気
味
が
あ
る
ー

本
当
に
ポ

リ
ア
ン
ナ
は
そ
こ
ま
で
思
慮
深
い
の
か
?
-

主
張
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
、

現
実
離
れ
し
た
過
剰
さ
を
と
も
な

っ
た

「現
実
主
義
」
が
存
在
す
る
証
拠
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ポ
リ
ア
ン
ナ

へ
の
否
定
的
評
価
は
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
の

反
動
と
し
て
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
特
に
な
い
。
ポ
リ
ア
ン
ナ
へ
の
苛
立
ち
は

「よ
か

っ
た
ク
ラ
ブ
」
が
や
り
す
ぎ
る
以
前
、
そ
の
小
説
が
出
版
さ
れ
た
当
初

か
ら
存
在
し
て
い
た
。

雹

『オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
を
見
る
限
り
、
行
き
過
ぎ
た
楽
観
主
義

者
と
い
う
意
味
の
普
通
名
詞
、弓
o
ξ
き
蠧
、ぽ

、

一
九
二
]
年
に
す
で
に
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
..℃
o
ξ
9
目
巴
終
..の
最
初
の
用
例
は

一
九

二
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
最
盛
期
に
し
て

す
で
に
彼
女
の
名
前
は

「軽
蔑
語
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

作
者
ポ
ー
タ
ー
自
身
の
次
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
が
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

「
私
は
ポ
リ
ア
ン
ナ
の
物
語
で
苦
し
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
誤
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
皆
は
ポ
リ
ア
ン
ナ
が
何
に
で
も
よ
か

っ
た
と
言
い

ふ
ら
す
も
の
と
思

っ
て
い
ま
す
…
…
私
は
不
安
や
苦
し
み
や
邪
悪
な
こ
と
を
否

定
す
べ
き
だ
と
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

『
見
知
ら
ぬ
人
に
は
陽
気

(16
)

に
挨
拶
』
し
た
方
が
い
い
と
思

っ
た
だ
け
な
の
で
す
。」

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
「
ポ
リ
ア
ン
ナ
イ
ズ
ム
」
が
人

々
の
現
実
主
義
的
価
値

観
と
相
互
補
完
的
に
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
結
局
は
ポ
リ
ア
ン
ナ

(あ
る
い
は
視
聴
者
や
読
者
)
は
、
楽
観
主
義

が
現
実
に
直
面
す
る
現
場
に
立
ち
会
う

こ
と
に
な
る
。
現
実
が
楽
観
主
義
の
実

現
を
阻
む
も
の
と
七
て
立
ち
現
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
楽
観
主
義
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ

な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ポ
リ
ア
ソ
ナ
が
表
象
し
て
い
た
の
は
楽
観
主
義
と
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い
う
よ
り
は
現
実
の
危
機
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
分
別
に
対
す
る
反
抗
的
挑
発
に

遭
遇
し
た
現
実
主
義
の
危
機
と
言
え
る
。

「
ポ
リ
ア
ソ
ナ
が
実
際
に
い
た
ら
困
る
」
と
い
う
ポ
リ
ア
ン
ナ
好
き
た
ち
の

あ
の
言
い
訳
は
、
こ
の
こ
と
を

(非
常
に
屈
折
し
た
形
で
だ
が
)
よ
く
表
し
て

い
る
。
『
ア

ニ
メ

ッ
ク
』
誌
は

「
ポ
リ
ア
ン
ナ
よ
か

っ
た
事
典
」
と
い
う
特
集

を
組
ん
だ
と
き
、
そ
の
ペ
ー
ジ
の
扉
を
飾

っ
た
イ
ラ
ス
ト
に
は
、
よ
か

っ
た
の

光
で
世
界
を
照
ら
し
出
す
宗
教
画
の
ご
と
き
ポ
リ
ア
ソ
ナ
の
姿
が
描
か
れ
、
そ

の
背
景
に
は

「
ソ
連
原
発
事
故
」
「
岡
田
有
希
子
自
殺
」
な
ど
の
当
事
の
陰
惨

(17
)

な
事
件
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
種
の
パ
ロ
デ
ィ
マ
ン
ガ
は
当
事
数
多

く
描
か
れ
た
渉
、
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
内
容
を
持

っ
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
は
ポ

リ
ア
ソ
ナ
好
き
た
ち
の
心
の
奥
の
反
感
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
み

よ
が
し
な
分
別
の
肯
定
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は

「普
通
の
人
間
な
ら

ポ
リ
ア
ン
ナ
に
苛
立

つ
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
識
と
し
て
知

っ
て
い
る
の

で
、
嬉

々
と
し
て
苛
立

っ
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
よ
か

っ
た
探
し

を
あ
げ

つ
ら
い
つ
つ
愛
好
で
き
る
。
彼
ら
に
と

っ
て
も
楽
観
主
義
は
実
は
問
題

で
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

5

真
実
と
の
直
面

こ
う
し
た
人
々
の
ポ
リ
ア
ソ
ナ

へ
の
感
情
は
好
悪
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
か
な

る
も
の
に
も
還
元
さ
れ
な
い
無
償

の
も
の
、
そ
の
意
味
で
ど
こ
か
宗
教
性
を
帯

び
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

そ
も
そ
も
よ
か

っ
た
探
し
自
体

、
聖
書
の
中
に

「よ
か

っ
た
」
と
い
う
言
葉

が
八
百
回
出
て
く
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し

つ
つ
、
彼
女
の
父
ジ

ョ
ン
牧
師

が
始
め
た
も
の
だ

っ
た
。
彼
女
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
福
音
伝
道
主
義
的
な
思
想
に

非
常
に
適

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の

小
説
は
当
初
、
『
ク
リ
ス
チ

ャ
ン

・
ヘ
ラ
ル
ド
』
誌
に
連
載
さ
れ
、
聖
職
者
た

ち
は
率
先
し
て
ポ
リ
ア
ン
ナ

・
フ
ィ
ー
バ
ー
に
加
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

『ポ
リ
ア
ソ
ナ
』
に
限
ら
ず
そ
の
時
代
の
児
童
文
学
の
多
く
に
は
宗

教
的
モ
チ
ー
フ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

・
サ
イ
エ
ン
ス

に
密
か
な
信
奉
を
寄
せ
る
F

・
バ
ー
ネ

ッ
ト

『
秘
密
の
花
園
』
は
そ
の
典
型
的

な
例
だ
渉
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

"罪
"
を
嫉
妬
、
憎
悪
、
気
む
ず
か
し
さ
と
い

っ
た

"否
定
的
感
情
"
に
置
き
換
え
た
構
造
の
作
品
は
非
常
に
多
い
。

だ
が
単
純
に
す
べ
て
を
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
問
題
に
還
元
し
た
い
わ
け
で

は
な
い
。

一
方

で
そ
う
し
た
作
品
構
造
は
、
"宗
教
的
改
心
"
と
い
う
か

つ
て

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
テ
ー
マ
が
M

・
ト
ウ
ェ
イ
ソ

『
ト
ム

・
ソ
ー
ヤ
ー
の
冒

険
』
以
後
否
定
さ
れ
、
『
若
草
物
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

.性
格
改
善
"
と

い
う
よ
り
現
世
的

・
現
実
主
義
的
な
問
題
関
心
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
た
ア
メ
リ

カ
児
童
文
学
の
歴
史
的
変
化
を
示
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
職
者
た
ち
の

思
惑
は
ど
う
あ
れ
、
聖
書
や
福
音
書
は
も
は
や
直
接
的
な
影
響
力
を
喪
失
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
「宗
教
色
抜
き
」
の
世
俗
的
な
物
語
で
な
け
れ
ば
、
『
ポ
リ
ア

ソ
ナ
』
も
お
そ
ら
く
は
あ
れ
ほ
ど
の
人
気
を
博
す
こ
と
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
あ
る
種
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
論
点
に
注
目
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
よ
か

っ
た
探
し
は

"神
に
よ
る
救
済
"

に
比
べ
れ
ば
現
実
離
れ
の
度
合
い
は
は
る
か
に
少
な
く
、
分
別
を
わ
き
ま
え
た

も
の
だ

っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
ポ
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リ
ア
ソ
ナ
の
楽
観
主
義
は
、現
実
的
な
分
別
を
わ
き
ま
え
た
人
間
に
と

っ
て
は
、

宗
教
的
な
い
し
神
秘
的
な
も
の
と

し
て
し
か
納
得
の
し
よ
う
の
な
い
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
「
分
別
」
も
ま
た
人
々
に
は
馴
染
み
の
な
い
、
そ

れ
ゆ
え
宗
教
に
で
も
引
き
つ
け
な

い
こ
と
に
は
わ
き
ま
え
よ
う
の
な
い
現
実
離

れ
し
た
代
物
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。
ポ
リ
ア
ソ
ナ
と
キ
リ
ス
ト
教
、
宗
教
的
思

考
と
現
実
主
義
的
な
分
別
と
の
間

に
は
相
補
的
な
並
行
関
係
を
見
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
W

・
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
が
嫌
悪
と
定
義

し
た
も
の
、

つ
ま
り

「嫌
悪
を
も
よ
お
す
と
み
ら
れ
る
も
の
と
同
類
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
の
恐
怖
」
の
こ
と
で
あ
る
。
『
ポ
リ
ア
ン
ナ
』
が
1

一
九
二
〇
年

代
ア
メ
リ
カ
で
も
、
八
○
年
代
日
本
で
も

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ

自
体
人

々
の
現
実
主
義
的
な
感
情

を
傷

つ
け
る
性
格
ゆ
え
に
だ

っ
た
と
理
解
さ

れ
る
。
ポ
リ
ア
ソ
ナ
に

「
過
剰
な
」
好
意
を
寄
せ
る
人

々
の
固
定
観
念
は
、
た

と
え
そ
れ
が
社
会
か
ら
の
追
放
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
し
て
も
、
人
々
の

ド
ク
サ
に
反
し
て
ポ
リ
ア
ン
ナ
こ
そ
が
真
理
を
保
持
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
た
。
(た
と
え
ば

『
ア
ニ
メ
ッ
ク
』
誌
の
読
者
の
よ
ヶ

に
。)
こ
の
偏
執
的
な
観
念
は
、
自
分
は
現
実
と
フ
.イ
ク
シ
ョ
ソ
の
分
別
が
つ

い
て
い
る
と
い
う

「現
実
感
」
に
根
ざ
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
現
実
主
義
の
構

造

こ
そ
が
す
で
に
幻
想
を
孕
ん
で
い
る
、
と
い
う
真
実
に
触
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
分
別
は
彼
ら
の
現
実
1ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
の
社
会
的
構
築
た
め
の
支
え
に

な

っ
て
く
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。

こ
こ
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
信
奉
す
る
こ
と
の
嘘
く
さ
さ
と
、
分
別
を
わ
き
ま

え
る
こ
と
の
後
ろ
め
た
さ
と
の
相
補
的
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

現
実
に
ま
か
り
通
る
は
ず
の
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
無
理
と
知
り
つ
つ
も
頑
な

に
信
奉
し
よ
う
と
す
る
者
の
態
度
は
無
力
な
悪
意
を
と
も
な

っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
態
度
は
現
実
に
ま
か
り
通

っ
て
い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
を
信
奉
す
る
者
の
哀

れ
み
や
失
笑
と
い
っ
た
寛
容
な
反
応
で
は
な
く
、
苛
立
ち
や
不
快
感
を
と
も
な

っ
た
狭
量
な
感
情
を
喚
起
す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
述
べ
た

つ

も
り
で
い
る
者
た
ち
が
、
そ
れ
と
知
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実
の
現
場
に
遭
遇
し

た
、
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ポ
リ
ア
ン
ナ
を
好
む
人
々
も
嫌
う
人
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「現
実
感
」
を
肯

定
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
す
る
現
実
1ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
肯
定
的
側

面
し
か
目
に
入

っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ポ
リ
ア
ン
ナ
好
き
の
人
間
に
は
、
楽
観
主
義

(と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
)
の

肯
定
的
側
面
し
か
見
え
て
い
な
い
。
だ
が
分
別
の
否
定
的
側
面
は
、
ポ
リ
ア
ソ

ナ
好
き
た
ち
の
歪
ん
だ
目
を
通
し
て
の
み
見
え
る
真
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

彼
ら
は
分
別
が
ま
さ
し
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
ポ
リ
ア
ン

ナ
嫌
い
の
現
実
主
義
者
を

「
よ
か

っ
た
さ
が
し
」
(ポ
ジ
テ
ィ
ブ

・
シ
ソ
キ
ソ

グ
)
に
誘
お
う
と
す
る
。

一
方
、
ポ
リ
ア
ソ
ナ
嫌
い
の
人
間
は
、
分
別

(と
い
う

フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
)
の

肯
定
的
側
面
し
か
見
え
て
い
な
い
。
だ
が
楽
観
主
義
の
否
定
的
側
面
は
ポ
リ
ア

ソ
ナ
嫌
い
た
ち
の
歪
ん
だ
目
を
通
し
て
の
み
見
え
る
真
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
彼
ら
は
楽
観
主
義
が
ま
さ
し
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
ポ

リ
ア
ン
ナ
好
き
た
ち
の
楽
観
主
義
に
苛
立
つ
の
で
あ
る
。

注
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       Optimism in Mass Culture: Focussing on Pollyannaism. 

                         Wataru ARITA 

   Optimism, a surely positive value, is always dogged by a sort of unrealistic implausibility. But, on 

the other hand, discreet realism don't have any good reputations. This paper considers the ploblem . of 

optimism/realism in mass culture as the problem of social construction of reality/fiction. And Pollyan-

na's very extreme optimism called "glad game" is adopted as the concrete material in the considera-

tion. She is the heroine of Eleanor H. Porter's novel Pollyanna - in 1986, that was made into a TV 

animation in Japan. Through the work acquired so extreme popularity that gave rise to the social 

phenomenon called "Pollyanna fever", it is argued that the ways of construction of reality-fiction by 

those who like it and those who hate it each other, and the complementary relationship of the ways. 
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