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Ⅰ
．
文
学
環
境
論
と
は―

―

ひ
と
つ
の
前
口
上―

　

玉
井　

暲

文
学
環
境
論
と
は
何
か
。
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
考
え
る
た
め
に
、

大
阪
大
学
文
学
研
究
科
に
お
い
て
文
学
環
境
論
が
立
ち
上
が
っ

た
ル
ー
ツ
ら
し
き
も
の
の
説
明
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
私
は
、

今
か
ら
五
年
ほ
ど
前
、日
本
学
術
振
興
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
文

学･

芸
術
の
社
会
的
媒
介
機
能―
芸
術
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す
る
実
践
的
研
究
」
に
参
加
を
し
、
そ
の
な
か
の

一
部
門
「
環
境
と
文
学
」
を
主
宰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一

回
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
環
境
と
文
学―

環
境
文
学
の
可
能
性
と
そ

の
社
会
的
効
用
」
を
阪
大
文
学
部
で
開
催
（
平
成
十
六
年
三
月
）

し
、
そ
の
お
り
、
文
学
環
境
論
と
い
う
新
し
い
研
究
分
野
の
輪

郭
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
環
境
文
学

と
い
う
、
こ
れ
ま
た
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
創
生
す
る
と
す

れ
ば
こ
れ
に
あ
た
る
英
語
は
何
か
と
考
え
た
と
き
、‘Eco-

Literature’�

な
る
言
葉
を
創
り
出
し
、
こ
の
英
語
が
将
来

O
ED

（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』）
に
初
出
例
と
し

て
収
録
さ
れ
る
こ
と
を
夢
み
て
い
る
、
な
ど
と
半
ば
冗
談
と
も

つ
か
ぬ
発
言
を
重
ね
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
文
学
環
境
論
の
輪

郭
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
す
。

文
学
は
こ
れ
ま
で
環
境
を
ど
の
よ
う
に
見
、
ど
の
よ
う
に
対

処
し
、
そ
し
て
環
境
を
ど
の
よ
う
に
作
品
化
し
て
き
た
の
か
を

探
る
こ
と
に
よ
り
、
文
学
が
、
人
間
に
対
し
て
、
環
境
を
見
る

見
方
や
環
境
と
対
峙
す
る
姿
勢
を
い
か
に
教
え
て
き
た
の
か
が

わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。
文
学
の
こ
の
一
種
の＜

教
育＞

の
あ

り
よ
う
を
検
証
し
、
か
つ
文
学
が
そ
う
し
た
社
会
的
機
能
や
効

用
を
果
た
す
力
を
秘
め
て
い
る
現
実
を
確
認
す
る
こ
と―

こ

れ
が
、
文
学
環
境
論
の
ひ
と
つ
の
目
標
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
た
わ
け
で
す
。

文
学
の
教
育
力
な
ど
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
文
学
研

究
の
場
に
お
い
て
は
、
文
学
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と
自
称
す

る
派
か
ら
す
れ
ば
、
文
学
研
究
の
邪
道
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
か



73� 座談会：横断する文学としての文学環境論

ね
な
い
も
の
で
し
た
が
、
そ
し
て
私
自
身
も
文
学
の
効
用
な
ど

は
正
面
切
っ
て
認
め
た
く
な
い
ス
タ
ン
ス
な
い
し
は
ポ
ー
ズ
を

と
っ
て
き
た
も
の
の
、
こ
こ
十
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
に
文
学
研

究
あ
る
い
は
人
文
学
研
究
を
取
り
巻
く
外
部
の
厳
し
い
目
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
文
学
研
究
を
も
っ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

に
捉
え
る
ス
タ
ン
ス
が
必
要
で
は
な
い
か
、
ま
た
文
学
研
究
の

意
味
な
る
も
の
を
外
に
向
か
っ
て
説
明
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
、
説
明

能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
始
め
て
い
た

状
況
の
な
か
で
、
一
度
、
文
学
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
性
を
総
合
的
に

追
求
す
る
企
画
に
参
加
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
で
す
。

文
学
と
環
境
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
す
と
、
環
境
と
い
う
の
は
一
般
に
は
外
界
に
属
す
る
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
常
識
的
に
は
環
境
が
ま
ず
初
め
に

あ
り
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
文
学
と
い
う
も
の
が
追
随
す

る
、
こ
う
い
う
風
な
順
番
に
な
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
の
が
慣

習
的
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
は
な
っ
て
な
く
て
、

そ
の
逆
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
文
学
の
方
が
、
本
来
、
環
境

と
対
峙
す
る
姿
勢
、
環
境
を
見
る
見
方
を
人
間
に
教
え
る
力
を

も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
一
見
逆
転
し
た
発
想

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
人
は
、
い
ま
身
に
つ
け
て
い
る
環
境

を
見
る
見
方
を
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
存

在
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
の
か
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
そ
の
示
唆

さ
れ
た
見
方
に
従
っ
て
環
境
を
見
た
り
、
ま
た
そ
の
う
ち
に
そ

う
し
た
見
方
が
広
く
一
般
に
行
き
渡
っ
て＜

自
然
な
も
の＞

に

な
っ
て
い
く
、
こ
う
い
う
展
開
が
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

実
は
、
こ
こ
に
文
学
の
力
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、

考
え
て
み
た
い
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
世
紀
末
の
あ
る
批
評

家
の
発
言
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ロ
ン
ド
ン
の
霧
は
、
過
去
何

十
年
も
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
存
在
は
印
象
派

の
画
家
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
、
ま
た
夕
陽
の
美
し
さ
は
イ
ギ

リ
ス
人
画
家
の
タ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
ま
た
同
様
に
、

ア
ル
プ
ス
の
山
の
崇
高
性
は
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
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発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く

と
、
環
境
と
い
う
の
は
文
学
あ
る
い
は
芸
術
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
れ
は
風
景
の
発
見
、
自
然
の
発
見
と
い
う
テ
ー
マ
に
収
斂

す
る
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
洋
文
学
に
お
い
て

も
日
本
文
学
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
テ
ー
マ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
し
単
純
に
、
こ
の
よ
う
に
文
学･

芸
術
の
も
つ
ひ
と
つ
の
機
能
面
に
注
意
を
喚
起
し
て
、
文
学
と

い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
社
会
に
対
し
て
大
き
な
働
き
か

け
を
す
る
機
能
を
内
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

文
学
が
本
来
こ
の
よ
う
な
力
を
秘
め
て
い
る
と
し
て
、
で
は

ど
う
し
て
、
あ
え
て
文
学
環
境
論
、
あ
る
い
は
環
境
文
学
と
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
起
す
る
必
然
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

日
、
文
学
は
、
環
境
が
突
き
つ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な
問
題

に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
い
、
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
文
学
の
そ
う
し
た
機
能
、
活
動
に
つ
い
て
の
研

究
的
関
心
は
満
足
の
い
く
ほ
ど
強
い
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
今
、
文
学
の
も
っ
て
い
る
社
会
的
効
用
の
見
直
し

を
あ
え
て
提
起
で
き
る
状
況
に
あ
る
と
て
み
て
、
実
践
に
踏
み

切
っ
た
わ
け
で
す
。こ
う
し
て
、こ
の
学
術
振
興
会
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
へ
の
参
加
は
、
文
学
が
外
部
の
世
界
と
の
接
触
を
行
い
、

現
実
の
人
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
、
人

間
に
対
し
て
大
き
な
教
育
力
を
行
使
す
る
そ
の
あ
り
よ
う
、
そ

の
根
拠
、
さ
ら
に
は
そ
の
教
育
力
を
創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス
を

探
っ
て
み
た
い
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
て
、
環
境
と
文
学
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し

て
活
動
を
行
っ
て
い
る
過
程
で
、
こ
の
度
の
文
化
動
態
論
の
立

ち
上
げ
の
際
に
、
い
さ
さ
か
唐
突
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
続
け
て
き
た
よ
う
な
「
環
境
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
を

中
心
と
す
る
コ
ー
ス
な
ど
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
と
い

う
打
診
が
あ
っ
た
と
き
、
私
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
方
向
で
同

じ
よ
う
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
方
が
大
阪
外
国
語
大
学
と
大
阪

大
学
の
皆
さ
ん
の
中
に
お
ら
れ
た
ら
、
ひ
と
つ
グ
ル
ー
プ
を
ま
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と
め
上
げ
る
の
も
よ
い
な
と
申
し
上
げ
た
こ
と
が
、
こ
の
文
学

環
境
論
コ
ー
ス
の
創
設
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
想
像
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
文
学
環
境
論
コ
ー
ス
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

い
く
ら
か
誇
り
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
な
ん
か
責
任
み
た
い
な

も
の
を
感
じ
ま
し
て
、
余
計
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
な
と
思
わ

な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
米
井
さ
ん
、
平
田
さ
ん
、

石
割
さ
ん
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑

い
）。で

も
、
文
学
の
存
在
に
つ
い
て
、
慣
習
的
な
前
提
を
覆
す
よ

う
な
か
た
ち
で
問
題
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
文
学
研

究
に
対
し
て
斜
に
構
え
る
の
で
は
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
対
峙

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
の
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
く

文
学
論
、
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
の
文
学
研
究
が
、
そ
し
て
広
く

捉
え
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
の
人
文
学
研
究
が
必
要
で
は
な
い
の

か
と
、
い
ま
、
文
学
環
境
論
コ
ー
ス
に
身
を
お
い
て
強
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇　
　

◇　
　

◇

文
学
環
境
論
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
よ
り
具
体
的

な
論
が
展
開
し
て
い
る
例
を
少
し
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
文

学
の
も
つ
機
能
を
問
い
直
す
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
わ

れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
関
心
が
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
現
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
英
文
学
者
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ベ
イ

ト
と
い
う
人
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
発
想
か
ら
ロ
マ
ン
派
の
詩
を
読

み
直
す
と
い
う
研
究
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
人

は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
環
境
論
に
反
論
し
て
い
ま
す
。
大
き

く
整
理
し
ま
す
と
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
環
境
論
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
自
然
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
自
然
と
い
う
の

は
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
は
言
語
的
、

文
化
的
、
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
い
た
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
構
築
主
義
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
、
世
界
の
す
べ
て
は
文
化
的
構
築
物
で
あ
る
と

見
な
す
考
え
方
は
、
特
に
人
文
科
学
系
、
社
会
科
学
系
の
研
究
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分
野
の
広
範
囲
に
浸
透
し
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
も
う
浸
透
は

完
了
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
そ
の
揺
り
戻
し
が
き
て
い
る

の
か
、
今
日
検
討
な
い
し
は
反
省
を
し
な
い
と
い
け
な
い
問
題

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
環
境
と
い
う

も
の
を
考
え
る
立
場
の
人
の
な
か
に
は
、
実
在
物
と
し
て
の
環

境
と
い
う
か
、
人
間
の
外
に
環
境
と
い
う
も
の
が
確
か
に
存
在

す
る
、
自
然
と
い
う
も
の
は
厳
然
と
存
在
す
る
、
そ
う
い
う
考

え
方
を
す
る
人
が
数
多
く
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
伝
統
的
な

考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
す
る

立
場
に
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ベ
イ
ト
と
い
う
学
者
は
与
し
て
お
り
ま

す
。イ

ギ
リ
ス
文
学
に
お
い
て
、
環
境
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識

し
て
論
を
展
開
し
た
文
学
者
に
、
十
九
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

時
代
の
批
評
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
い
ま
す
が
、
ラ
ス
キ
ン

も
ま
た
そ
う
し
た
自
然
観
を
も
っ
て
い
た
人
の
一
人
で
す
。
ラ

ス
キ
ン
の
文
学
環
境
論
は
、
文
学
に
お
け
る
比
喩
表
現
論
か
ら

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ラ
ス
キ
ン
は
、比
喩
表
現
が
も
っ

て
い
る
欺
瞞
性
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
手
あ
か
に
ま
み
れ
た
比

喩
の
使
用
に
窺
え
る
堕
落
し
た
、
あ
る
い
は
弱
い
認
識
力
と
い

う
の
か
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
ラ
ス
キ
ン
は
厳
し
く
批
判
し
て
お

り
ま
す
。
安
易
な
比
喩
表
現
を
拒
絶
す
る
主
張
は
、
た
と
え
ば
、

十
九
世
紀
の
あ
る
詩
人
の
次
の
よ
う
な
詩
句
を
例
に
挙
げ
て
説

明
し
ま
す
。

浪
費
家
の
ク
ロ
ッ
カ
ス
は
、
土
の
中
か
ら
飛
び
出
す
、

裸
で
震
え
な
が
ら
、
黄
金
の
杯
を
持
っ
て
。

ラ
ス
キ
ン
は
、
早
春
に
黄
色
の
花
を
咲
か
す
ク
ロ
ッ
カ
ス
の
花

に
対
し
て
、「
浪
費
家
の
ク
ロ
ッ
カ
ス
」
と
い
う
表
現
を
使
う

の
は
ま
ず
い
と
言
い
ま
す
。
ク
ロ
ッ
カ
ス
と
い
う
の
は
植
物
で

あ
る
の
に
、
浪
費
家
と
い
う
人
間
に
喩
え
て
表
す
の
は
虚
偽
の

表
現
と
な
る
と
言
う
の
で
す
。
表
現
が
あ
ま
り
に
も
感
傷
に

陥
っ
て
い
る
、
ク
ロ
ッ
カ
ス
を
人
間
と
見
る
の
は
詩
人
の
精
神

が
弱
い
こ
と
の
証
し
で
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
ラ
ス
キ
ン
は
、

ク
ロ
ッ
カ
ス
な
ら
た
だ
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
に
即
し
て
、
草
花
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の
ひ
と
つ
で
あ
る
ク
ロ
ッ
カ
ス
と
し
て
表
現
す
べ
き
だ
と
主
張

す
る
の
で
す
。

ま
た
た
と
え
ば
、
同
時
代
の
小
説
家
の
作
品
に
出
て
く
る
表

現
、

彼
ら
は
、
逆
巻
き
泡
立
つ
大
波
を
突
っ
切
っ
て
、
船
を
海

に
漕
ぎ
入
れ
た―
そ
れ
は
、
残
酷
な
、
這
う
よ
う
に
押

し
寄
せ
て
く
る
海
の
泡
で
あ
っ
た
。

と
い
う
描
写
を
取
り
上
げ
、
こ
の
表
現
に
お
い
て
は
、
海
の
大

波
、
荒
れ
狂
う
波
に
向
か
っ
て
「
残
酷
な
波
」
と
表
現
す
る
こ

と
は
い
け
な
い
。
海
が
残
酷
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
海
を
見
た

人
間
が
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
波
自
体
が
残
酷
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
。
残
酷
な
波
と
い
う
の
は
、
あ
り
え
な
い
の
だ
。
波

は
波
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
主
張
し
ま
す
。
こ
う
い
う

ふ
う
に
擬
人
化
す
る
心
の
営
み
、
擬
人
化
的
表
現
に
は
、
物
そ

の
も
の
を
そ
れ
自
体
と
し
て
見
つ
め
な
い
姿
勢
が
潜
在
し
て
い

る
と
、
ラ
ス
キ
ン
は
批
判
す
る
の
で
す
。
ラ
ス
キ
ン
の
主
張
に

は
、
物
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
外
界
、
環
境
と
い
う
も
の
は
、

人
間
の
意
識
や
感
情
と
は
隔
絶
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
思
想
が
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
人
間
と
環
境
と

の
あ
い
だ
を
混
同
あ
る
い
は
融
合
す
る
こ
と
を
、
潔
癖
す
ぎ
る

ま
で
に
拒
絶
し
て
お
り
ま
す
。

ラ
ス
キ
ン
の
自
然
観
に
は
人
間
中
心
主
義
に
対
す
る
批
判
が

貫
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
外
界
に
対
す
る
姿
勢
は
、
最
初

に
紹
介
し
た
、
ロ
ン
ド
ン
の
霧
の
存
在
を
印
象
派
画
家
の
意
識

が
発
見
し
た
も
の
と
見
る
姿
勢
と
は
正
反
対
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ラ
ス
キ
ン
の
自
然
観
も
ロ
ン
ド
ン
の
霧
の
発
見
も
、

環
境
を
位
置
づ
け
る
姿
勢
に
は
多
様
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と

を
表
わ
す
ひ
と
つ
の
例
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

テ
ー
マ
「
環
境
」
は
、
自
然
環
境
だ
け
で
は
な
く
て
、
言
語

的
環
境
、
文
化
的
環
境
、
社
会
的
環
境
、
歴
史
的
環
境
と
い
っ

た
ぐ
あ
い
に
多
様
で
あ
る
た
め
、
文
学
環
境
論
は
、
こ
こ
に
窺

え
る
種
々
の
研
究
領
域
を
横
断
し
て
多
面
的･

多
層
的
研
究
が

成
り
立
つ
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
も
う
一
点
興
味
深
い
の
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は
、
国
家
単
位
、
単
一
言
語
単
位
の
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
英
米
文
学
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
ド
イ
ツ
文
学
、
日
本

文
学
、
東
洋
文
学
と
の
あ
い
だ
の
隔
壁
を
越
え
て
横
断
的
な
文

学
研
究
も
可
能
な
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
、
環
境
に
つ
い
て
の

捉
え
方
が
多
面
的
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
文
学
環
境
論
の
お
も
し

ろ
く
て
、
か
つ
重
要
な
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

Ⅱ
．
文
学
環
境
論
の
諸
相

１
．
座
談
会
と
い
う
形
式

玉
井
：
文
学
環
境
論
と
い
う
非
常
に
新
し
い
学
問
分
野
、
少
し

か
っ
こ
よ
く
言
え
ば
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
い
う
も
の
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
、
こ
れ
か
ら
よ
り
堅
固
な
も
の
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、
た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
、
決

ま
り
き
っ
た
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
コ
ン
セ
プ
ト
、
ア
イ
デ
ィ

ア
、
理
念
と
い
っ
た
も
の
は
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
く
て
、
む
し

ろ
柔
ら
か
い
溶
岩
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
そ

う
い
う
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
座
談
会
と
い
う
日
本
独
自
の
こ
の

よ
う
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
を
導
入
し
て
、
一
つ
の
テ
ー

マ
や
問
題
に
対
し
て
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
自
由
に
検
討
し
あ
う

形
式
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
。
座
談
会
を
や
る

こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

本
日
は
、
文
学
環
境
論
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
四
名
の
ス
タ
ッ

フ
と
、
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
コ
ー
ス
よ
り
特
別
に
ご
参
加
い

た
だ
い
た
三
宅
祥
雄
先
生
と
の
五
人
で
、「
横
断
す
る
文
学
と

し
て
の
文
学
環
境
論―

そ
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
中
心
に
座
談
会
を
進
め
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
座
談
会
の
聴
衆
と
し
て
学
生
諸
君
に
も
参
加
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
の
ち
ほ
ど
、
出
番
の
チ
ャ
ン
ス
を
振
り
ま
す

の
で
、
自
由
に
発
言
し
て
下
さ
い
。

　

さ
て
、
こ
の
あ
い
だ
、
事
前
に
皆
さ
ん
と
お
話
し
た
と
き
、

座
談
会
と
い
う
の
は
英
語
で
な
ん
と
言
う
の
か
な
と
い
う
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
結
局
西
洋
的
な
文
脈
で
い
う
と
、
こ

の
中
に
は
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
対
話
と
い
う
形
式
が
あ
る
ん
で
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す
ね
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
。
二
人
で
行
な
う
も
の
で
す
。
そ
し
て

こ
の
対
話
の
反
対
概
念
と
し
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
基
本
的
に
は
一
人
で
行
な
う
も
の
で

す
。
で
は
、
三
人
に
な
っ
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
、
三
人
で

話
し
合
う
と
い
う
か
た
ち
は
。
日
本
、
東
洋
で
は
鼎
談
と
い
う

か
、
鼎
（
か
な
え
）
で
す
ね
、
三
本
の
足
で
支
え
あ
い
な
が
ら

話
し
合
う
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
四
人
、

三
宅
先
生
を
入
れ
て
五
人
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
場

合
は
ど
う
い
う
英
語
が
妥
当
す
る
の
か
考
え
た
ん
で
す
が

ね･･････

。
以
前
英
語
で
何
に
当
た
る
か
と
考
え
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
、
カ
ン
ヴ
ァ
ー
セ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
、

談
話
、
会
話
と
い
う
英
語
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
三
宅
さ
ん
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ど

ん
な
風
に
言
う
の
か
、
ご
存
知
で
し
た
ら
教
え
て
ほ
し
い
の
で

す
が
。

三
宅
：
英
語
と
同
じ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
外
に
思
い
当
た
る
と

し
た
ら
、「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」「
コ
ロ
ッ
ク
」

く
ら
い
で
す
か
ね
。

米
井
：
も
と
も
と
は
饗
宴
で
し
ょ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
の

は
。

平
田
：
い
ず
れ
に
し
て
も
「
ザ
ダ
ン
カ
イ
」
と
言
う
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

玉
井
：
と
こ
ろ
で
、
僕
は
、
こ
の
座
談
会
と
い
う
の
は
、
日
本

文
化
・
文
学
の
中
に
お
い
て
は
文
化
的
な
オ
リ
ジ
ン
と
い
う
か

起
源
は
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
。
と
い
う
の
は
お
そ

ら
く
西
洋
の
文
化
と
い
う
の
は
、
発
言
と
い
う
の
は
限
り
な
く

個
人
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
個
人
の
責
任
に
お
い
て
も
の
を

言
う
と
い
う
、
個
人
主
義
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
う
い
う
前
提
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、必
ず
一
人
の
人
、作
者
オ
ー

サ
ー
（author

）
と
い
う
存
在
が
お
っ
て
で
す
ね
、
そ
の
人
が

一
つ
の
小
説
と
か
詩
と
か
劇
を
書
く
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て

authorship

と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
り
、
そ
の
作
品
は
そ
の

作
者
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
作
品
を
作
者
の
一
種
の
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所
有
物
で
あ
る
と
み
な
す
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
近
代
資
本
主
義
で
は
、
そ
れ
が
収
入
に
結
び
つ
い

て
い
く
わ
け
で
す
。
売
文
業
と
い
う
職
業
の
成
立
に
も
た
ど
り

着
く
の
で
す
ね
。
文
学
作
品
が
経
済
活
動
に
関
わ
っ
て
い
く
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
広
義
に
捉
え
れ
ば
、
西
洋
で
は
も
ち
ろ
ん

ル
ネ
サ
ン
ス
あ
た
り
、
あ
る
い
は
一
七
世
紀
あ
た
り
か
ら
で

し
ょ
う
け
ど
も
、
従
来
は
お
そ
ら
く
自
分
で
作
品
を
作
っ
た
っ

て
パ
ト
ロ
ン
の
も
の
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
王
家
や
貴
族
の

所
有
物
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
だ
い
た

い
一
八
世
紀
頃
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
に
よ
っ
て
文
章

が
お
金
に
換
わ
っ
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て

い
っ
て
、
も
し
自
分
の
文
章
が
継
続
的
に
売
れ
始
め
る
と
、
そ

れ
に
よ
り
文
筆
業
と
い
う
職
業
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
う
い
う
職
業
と
し
て
の
文
学
者
と
い
う
制
度
の
根
底
に
あ

る
の
は
、
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
、
思
想
と
い
う
の
は
限
り
な

く
一
個
人
に
由
来
す
る
も
の
、
個
人
の
所
有
物
で
あ
る
と
い
う

発
想
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
文
学
作
品
に
お
い
て
も

個
人
の
持
ち
物
、
作
者
の
所
有
物
だ
と
い
う
発
想
が
強
か
っ
た

と
思
う
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
日
本
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
、
む
し
ろ
逆
で

す
ね
。
中
世
の
頃
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
か
、
連
歌
と
い
う
文
学

形
式
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
俳
句
の
元
の
形
で
し
ょ
う
け
ど
。
連

歌
の
会
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
四
人
く
ら
い
で
開
い
て
、
五
・

七
・
五
の
句
と
七
・
七
の
句
で
も
っ
て
と
に
か
く
詩
を
作
っ
て

い
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
詩
が
個
人
の
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
参
加
者
全
体
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
性
格
が
あ
る
。

一
つ
の
連
歌
が
終
わ
り
ま
す
と
、
そ
こ
に
出
来
上
が
っ
た
も
の

が
誰
の
所
有
物
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
風

な
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い

な
い
発
想
が
、
今
、
こ
の
座
談
会
と
い
う
発
言
の
場
に
お
い
て

必
要
で
は
な
い
の
か
、
い
や
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
座
談
会
で
は
、
い
ろ
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
ポ
ッ
ポ
ッ
と

飛
び
交
う
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
発
言
し
た
人
は
で
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す
ね
、
最
後
ま
で
自
分
の
発
言
に
対
し
て
必
ず
し
も
責
任
を
も

た
な
く
て
も
よ
い
（
笑
）。
た
ま
た
ま
誰
か
が
面
白
い
こ
と
を

言
っ
た
ら
、
あ
っ
、
そ
れ
い
た
だ
き
だ
、
と
い
っ
て
、
さ
ら
に

そ
れ
を
受
け
て
次
の
句
、
次
の
発
言
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が

で
き
る
。
す
る
と
、
そ
う
い
う
会
話
の
連
続
で
も
っ
て
終
わ
っ

て
み
た
ら
、
発
言
は
、
結
局
、
そ
の
発
言
者
の
考
え
方
で
あ
る

と
同
時
に
そ
の
座
に
参
加
し
た
人
た
ち
の
共
有
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
性
格
の
文
学
形
式
が
日
本
文

学
の
な
か
に
あ
り
ま
す
が
、
今
日
も
、
こ
の
座
談
会
が
そ
う
し

た
伝
統
に
も
と
づ
い
て
展
開
す
れ
ば
非
常
に
実
り
の
多
い
座
談

会
に
な
る
も
の
と
思
う
の
で
す
。

米
井
：
七
十
年
代
か
八
十
年
代
か
に
日
本
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
と

か
、
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
詩
人
た
ち
が
組
ん
で
、
連
歌

を
詠
む
と
い
う
の
が
す
ご
く
流
行
っ
た
時
期
が
あ
る
ん
で
す
よ

ね
、
一
時
期
。
で
、
そ
れ
に
彼
ら
は
熱
中
す
る
ん
で
す
よ
。
お

も
し
ろ
い
の
は
そ
れ
に
熱
中
し
始
め
た
連
中
と
い
う
の
は
だ
い

た
い
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
こ

そ
書
か
れ
た
も
の
は
個
人
の
も
の
だ
と
い
う
概
念
が
な
い
と
こ

ろ
か
ら
詩
を
始
め
よ
う
と
し
た
よ
う
な
人
た
ち
に
と
っ
て
、
連

歌
と
い
う
形
式
が
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
座
談
会

も
彼
ら
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

石
割
：
フ
ー
コ
ー
の
作
者
論
を
僕
は
思
い
出
し
な
が
ら
聞
い
て

い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
作
者
と
い
う

も
の
が
機
能
と
し
て
要
求
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
要
す
る
に

連
名
、
匿
名
で
流
通
す
る
テ
ク
ス
ト
は
危
険
だ
か
ら
。
そ
こ
で

作
者
一
人
、
責
任
者
と
し
て
ひ
っ
つ
け
ろ
と
。
そ
う
す
る
と
そ

の
テ
ク
ス
ト
は
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
安
全
な
も
の
に
な
る
。
と
す

る
と
逆
に
作
者
な
り
誰
に
も
帰
属
し
て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
の
流

通
の
仕
方
は
な
い
も
の
か―

そ
う
い
う
ち
ょ
っ
と
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
な
発
想
が
あ
っ
た
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
。
そ
の

辺
の
危
険
性
も
も
し
か
し
た
ら
こ
の
座
談
会
で
伝
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。

米
井
：
そ
の
今authorship

み
た
い
な
も
の
の
話
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
う
と
、
文
学
環
境
論
と
言
っ
て
い
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る
け
れ
ど
も
、
文
学
っ
て
な
ん
や
ね
ん
と
い
う
話
を
し
て
い
る

の
と
等
し
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
作
者
が
い
て
初
め
て
成
立
す
る

も
の
な
の
か
、
後
か
ら
で
も
作
者
を
押
し
付
け
な
い
と
成
立
し

な
い
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
連
歌
の
よ
う
に
て
ん
で

ば
ら
ば
ら
で
も
い
い
も
の
な
の
か
。
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
で
い
い

の
だ
と
し
た
ら
、
文
学
っ
て
い
う
言
葉
の
も
っ
て
い
る
現
代
語

と
し
て
の
意
味
の
幅
か
ら
す
る
と
か
な
り
広
範
な
感
じ
が
し
ま

す
よ
ね
。

石
割
：
今
の
話
で
、
僕
、
落
書
き
が
頭
に
浮
か
ん
だ
ん
で
す
。

誰
に
も
帰
属
し
な
い
迷
惑
な
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
。
落
書

き
は
み
ん
な
迷
惑
で
す
よ
ね
。
た
だ
あ
れ
を
書
き
た
が
る
衝
動

と
い
う
の
も
わ
か
る
。
で
、
こ
の
座
談
会
も
必
ず
し
も
誰
か
個

人
に
発
言
が
帰
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
発
言
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
、
言
葉
自
体
が
あ
る
言
説
空
間
の
中
で
の
落
書
き

み
た
い
な
も
の
に
な
る
の
か
な
と
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ

ね
。

米
井
：
落
書
き
っ
て
面
白
い
よ
ね
。

２
．
文
学
環
境
論
の
輪
郭

玉
井
：
で
は
、
文
学
環
境
論
の
輪
郭
に
つ
い
て
の
話
題
に
入
り

ま
し
ょ
う
か
。
僕
は
、
は
じ
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン･

ラ
ス

キ
ン
を
挙
げ
た
の
だ
け
ど
、
彼
の
考
え
方
は
ど
う
？

平
田
：
イ
ギ
リ
ス
文
学
で
あ
れ
ば
ロ
マ
ン
派
の
よ
う
な
ス
ク
ー

ル
と
絡
ん
で
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
ラ
ス
キ
ン
の
場
合
な
ら
修

辞
学
以
来
の
伝
統
と
か
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
枠

組
み
の
中
で
自
然
の
と
ら
え
方
が
よ
り
新
し
い
形
式
と
し
て
出

て
く
る
と
い
う
話
で
す
け
ど
、
実
際
に
私
た
ち
は
「
環
境
」
と

い
う
も
の
を
せ
ま
く
「
自
然
」
と
だ
け
と
ら
え
て
い
な
く
て
、

文
学
環
境
論
コ
ー
ス
の
入
試
要
項
を
作
る
と
き
、《
文
学
と
そ

れ
を
と
り
ま
く
自
然
》
の
後
ろ
に
、ナ
カ
グ
ロ
で
《
言
語
意
識
・

歴
史
・
制
度
》
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
を
広
げ
て
い
っ
た
わ
け

で
す
よ
ね
。

石
割
：
文
化
動
態
論
の
立
ち
上
が
る
前
の
準
備
会
議
の
と
き
に

「
文
学
環
境
論
」
の
英
語
表
記
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
に
な
っ

て
、
僕
と
玉
井
先
生
と
で
考
え
た
ん
で
す
よ
。
最
初
に
出
し
た
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案
が�“Literature�and�Its�Environm

ent”

。「
文
学
と
そ
の

環
境
」。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
文
学
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境

な
ん
で
、
ま
あ
正
確
だ
ろ
う
と
思
っ
て
出
し
た
ら
、
い
や
そ
れ

は
説
明
的
過
ぎ
る
、
そ
れ
は
散
文
的
す
ぎ
る
、�“Its”�

を
と
れ
、�

“Literature�and�Environm
ent”�

に
し
ろ
と
言
わ
れ
た
ん
で

す
ね
。
し
か
し
、
文
学
環
境
論
と
い
っ
た
と
き
の
環
境
と
い
う

の
は
文
学
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
な
ん
で
、
や
っ
ぱ
り
さ
っ

き
の
エ
コ
と
は
違
う
。

米
井
：
玉
井
さ
ん
の
メ
モ
の
中
に
「
文
学
は
環
境
に
働
き
か
け

る
力
を
も
つ
。
環
境
を
見
る
見
方
を
教
え
る
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
自
然
は
存
在
し
な
い
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
考
え

に
対
抗
す
る
考
え
方
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ

た
わ
け
で
す
け
ど
、
文
学
に
関
し
て
は
ま
だ
今
の
と
こ
ろ
議
論

の
対
象
に
と
り
あ
げ
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
な
ん
で
そ
ん

な
こ
と
言
う
か
と
い
っ
た
ら
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
け
ど

夕
陽
を
見
て
き
れ
い
だ
と
思
う
人
も
い
れ
ば
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
い
と
思
う
人
も
い
れ
ば
、
黙
っ
て
走
り
出
す
人
も
い
る
と
。

映
像
の
も
つ
意
味
と
い
う
の
が
形
作
ら
れ
る
と
き
に
言
語
が
ど

こ
か
で
媒
介
す
る
面
が
あ
る
と
。
そ
れ
も
自
然
と
同
じ
よ
う
に
。

で
平
田
さ
ん
が
あ
ら
か
じ
め
皆
さ
ん
に
配
っ
て
く
れ
た
『
カ
ル

テ
ィ
ニ
の
風
景
』
の
書
評
の
中
で
、
こ
れ
が
有
名
な
景
色
で
あ

る
こ
と
を
な
ん
に
も
知
ら
な
い
子
供
が
足
元
で
ね
こ
じ
ゃ
ら
し

で
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
。

平
田
：
眼
に
映
る
も
の
の
中
か
ら
あ
る
部
分
を
「
風
景
」
と
し

て
切
り
出
す
に
は
、
言
説
が
不
可
欠
で
す
。「
ほ
ら
、
見
て
ご

ら
ん
、
こ
れ
が
世
間
で
い
う
《
絶
景
》
な
ん
だ
よ
、
す
ご
い
ね

え
」
と
い
う
教
育
と
学
習
が
な
い
と
、〝
見
れ
ど
も
見
え
ず
〟

で
「
風
景
」
は
立
ち
上
が
ら
な
い
。

米
井
：
そ
う
、
文
学
に
よ
る
学
習
と
い
う
の
も
必
要
や
し
、
言

語
に
よ
る
学
習
と
い
う
の
も
ど
こ
か
で
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

ま
あ
極
端
に
い
う
た
ら
、
そ
う
い
う
学
習
能
力
の
あ
る
言
語
の

こ
と
を
文
学
と
呼
ぶ
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
も
い
い
の
か

も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
ね
。
ち
ょ
う
ど
僕
が
大
学
生
の
頃
に
夜

間
中
学
で
在
日
の
お
ば
あ
さ
ん
が
勉
強
し
て
る
っ
て
い
う
話
が
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新
聞
に
出
て
、
そ
の
時
に
私
は
七
〇
年
生
き
て
、
美
し
い
と
い

う
言
葉
を
知
っ
て
初
め
て
夕
焼
け
を
美
し
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
言
語
な
り

文
学
な
り
が
も
っ
て
い
る
喚
起
力
な
り
力
だ
ろ
う
な
と
思
う
ん

で
す
ね
。

玉
井
：
そ
う
で
す
ね
。

米
井
：
そ
う
だ
と
す
る
と
文
学
と
い
う
言
葉
の
も
っ
て
い
る
意

味
を
も
っ
と
広
げ
て
議
論
し
て
い
っ
た
ほ
う
が
面
白
い
だ
ろ
う

と
思
う
ん
で
す
。

石
割
：
僕
は
今
の
話
、
文
化
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
文

学
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
る
文
化
に
属
す
る
人
が
こ
う
い
う
見

方
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
よ
と
か
、
文
化
か
な
と
思
っ
た
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
文
学
と
環
境
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、

そ
れ
が
文
学
を
超
え
て
し
ま
っ
て
文
化
ま
で
考
え
ざ
る
を
え
な

く
な
る
と
い
う
か
。

平
田
：「
文
化
」
っ
て
い
う
と
か
な
り
政
治
性
が
前
面
に
出
て

き
て
し
ま
う
け
れ
ど
、「
文
学
」
と
い
う
と
そ
こ
が
隠
さ
れ
て

し
ま
う
っ
て
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
す
ご
く
中
立
的
で
美
学

的
な
審
美
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う･･････

。

玉
井
：
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
最
近
は
文
学
と
文
化
と
い
う
二

つ
の
言
葉
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
方
が
カ
バ
ー
す

る
領
域
が
多
い
か
な
考
え
る
と
、
な
ん
か
文
化
の
ほ
う
が
多
い

と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る
人
が
多
い
ん
で
す
よ
。
僕
は
そ
れ
に

対
し
て
い
く
ら
か
疑
問
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
ね
。
文

化
の
ほ
う
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
狭
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ね
。

む
し
ろ
文
学
の
中
に
文
化
を
包
含
で
き
る
よ
う
な
豊
饒
性
が
、

む
し
ろ
文
学
の
方
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
す
る

ん
で
す
ね
。
で
、
今
平
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
文
学

と
い
っ
て
い
る
領
域
に
お
い
て
は
政
治
性
が
働
く
に
し
て
も
緩

や
か
で
あ
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
な
ん
か
最
近
、
文
化
、
文
化
と
い
う
と
非
常
に
こ
せ
こ
せ

し
て
い
る
気
持
が
表
に
強
く
出
て
い
て
、
そ
う
い
う
感
じ
が
す

る
ん
だ
け
ど
ね
。
石
割
君
ど
う
？

石
割
：
文
化
に
つ
き
ま
と
う
政
治
性
と
い
う
か
、
そ
れ
は
も
う
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隠
せ
な
い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
僕
は
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

３
．
文
学
環
境
論
の＜

ス
ス
メ＞

米
井
：
日
本
の
場
合
、
一
〇
〇
年
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
で
す
よ
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
詩
よ
り
も
小
説
の
方
が
え
ら
い
な
ん
て
考
え

て
る
人
は
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
。
文
学
て
い
う
言
葉
が
も
っ
て

い
る
意
味
、幅
が
ね
、日
本
語
の
文
学
と
中
国
語
の
文
学
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
の
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
と
、
だ
い
ぶ
違
う
な
～
と
い
う
感

じ
が
し
ま
す
ね
。

石
割
：
ま
さ
に
文
学
の
制
度
的
な
側
面
で
し
ょ
う
。
置
か
れ
る

場
所
に
よ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
文

学
環
境
論
の
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
。

玉
井
：
確
か
に
ね
。
ま
あ
、
文
学
が
小
説
と
単
純
に
結
び
つ
い

て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
言
葉
の
力
の
問
題
か
。
言

葉
力
を
認
識
す
る
場
が
少
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

平
田
：
普
通
「
学
」
と
付
い
て
い
る
と
、
例
え
ば
「
社
会
学
」

と
か
「
人
類
学
」
と
か
、「
×
×
学
」
て
い
う
の
は
全
部
、「
×

×
」
に
つ
い
て
の
「
学
問
」
を
指
す
ん
で
す
け
ど
、「
文
学
」

の
場
合
「
文
学
研
究
」
と
言
わ
な
い
と
だ
め
で
、「
文
学
」
と

い
う
と
「
テ
ク
ス
ト
」
を
指
し
ち
ゃ
う
わ
け
で
、そ
れ
だ
け
や
っ

ぱ
り
テ
ク
ス
ト
性
が
強
い
。
で
、
そ
の
時
期
に
も
っ
と
も
強
い

ジ
ャ
ン
ル
が
そ
れ
を
代
表
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

米
井
：
一
時
期
そ
う
い
う
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
性
を

避
け
る
た
め
に
「
文
芸
学
」
て
い
う
言
葉
が
、
提
唱
さ
れ
た
り

し
ま
し
た
よ
ね
。

石
割
：
だ
か
ら
「
文
学
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
時
に
、
歴
史

性
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
玉
井
先
生

が
挙
げ
た
「
環
境
の
多
面
性･

多
層
性
」
の
一
つ
と
し
て
歴
史

が
あ
る
ん
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
、
日
本
で
は
小
説
は
一
〇
〇
年

だ
と
い
う
と
き
、
そ
の
一
〇
〇
年
と
い
う
の
は
意
識
し
な
い
で

す
よ
ね
、
小
説
を
普
通
に
読
む
人
は
。
そ
の
辺
の
小
説
の
歴
史

性
と
か
を
や
っ
ぱ
り
意
識
さ
せ
な
い
と
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の

辺
の
意
識
は
大
事
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
の
が
こ
こ
、

文
学
環
境
論
か
な
と
い
う
気
は
す
る
ん
で
す
よ
。
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玉
井
：
完
全
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
考
え
の
中
で
は
、
文
学
作

品
・
文
学
テ
ク
ス
ト
が
歴
史
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
、
そ
れ
に
対
し
て
伝
統
的
な
歴
史
家
は
で
す
ね
、

苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
（
笑
）。
や
っ
ぱ
り
客
観

的
な
事
実
の
詰
ま
っ
た
資
料
は
存
在
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る

わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
反
面
で
歴
史
学
と
い
う
の
は
、
単
な
る

歴
史
記
述
、
言
葉
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ど
う
い
う
風
に
説
明
す
る
か
、
ど
う
い
う
風
な
も
の
の
言
い
方

が
で
き
る
か
が
歴
史
の
説
明
で
あ
っ
て
、
歴
史
そ
の
も
の
が
ど

こ
か
へ
と
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
で
、
そ
う
な
り
ま
す

と
確
か
に
石
割
君
が
言
っ
た
よ
う
に
、
文
学
の
方
が
歴
史
を
飲

み
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

米
井
：
た
だ
歴
史
学
の
内
部
で
も
ね
、
歴
史
資
料
と
呼
ば
れ
る

も
の
だ
け
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
小
説
も
詩
も
歴
史
資
料
と
し

て
扱
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
絵
巻
物
を
歴
史
資
料
と
し
て
読

む
と
か
ね
。
そ
れ
こ
そ
映
画
を
歴
史
資
料
と
し
て
扱
う
と
か
、

そ
う
い
う
動
き
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
逆
に
言
う
と
、

歴
史
家
は
文
学
資
料
を
扱
う
時
の
扱
い
方
が
危
な
っ
か
し
く
て

し
ょ
う
が
な
い
と
文
学
研
究
者
は
言
っ
て
る
か
も
し
れ
な
い

（
笑
）。

平
田
：
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
も
つ
人
た
ち

が
、
正
統
性
を
も
っ
た
テ
ク
ス
ト
が
何
で
あ
る
か
を
決
め
て
い

る
、
そ
れ
に
無
自
覚
の
ま
ま
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
資
料
に
制
約
が
あ
る
の
は
当
然
で
、
文
学
だ
っ
て
一

義
的
な
解
釈
し
か
許
さ
な
い
完
璧
な
テ
ク
ス
ト
な
ん
て
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
そ
れ
を
ど
う
そ
れ
を
読
む
の
か
と
い
う

楽
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
ど
こ
か
に
完
全
無
欠
な
テ
ク
ス
ト
な
り
資

料
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
研
究
者
は
研
究
を
す
る
。

石
割
：
だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
置
か
れ
て
い
る

環
境
を
自
覚
し
な
い
と
い
け
な
い
。
い
っ
そ
全
部
ナ
ン
ト
カ
環

境
論
に
し
て
し
ま
え
ば
い
い
（
笑
）。

平
田
：『
歴
史
環
境
論
』
と
か
（
笑
）。
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玉
井
：『
哲
学
環
境
論
』
と
か
（
笑
）。

４
．
文
学
環
境
論
の
内
部
と
外
部

三
宅
：
話
が
前
後
す
る
ん
だ
け
ど
。
そ
の
～
、「
文
学
環
境
論
」

と
言
っ
た
と
き
に
、
僕
は
文
学
研
究
の
現
状
に
う
と
い
も
ん
で
、

そ
も
そ
も
な
ん
で
こ
ん
な
言
葉
が
出
て
き
た
の
か
、
自
分
な
り

に
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
第
一
に
、
大
き
な
背
景

と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
構
造
主
義
や
記
号
学
が
提
唱

し
た
「
テ
ク
ス
ト
論
」
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
だ
と
か
、
複
数
の
コ
ー
ド
に
よ
る

重
層
的
読
解
だ
と
か
い
っ
た
議
論
を
お
し
進
め
て
、
最
終
的
に

は
「
作
者
」
を
殺
し
、「
テ
ク
ス
ト
に
外
部
は
な
い
」
っ
て
い

う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
ち
ゃ
う
。
こ
う
し
た
構
造
主
義
や
記
号
学

に
対
す
る
反
動
と
い
う
か
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
是
正
す
る
よ
う

な
形
で
、
テ
ク
ス
ト
の
概
念
そ
の
も
の
が
ふ
た
た
び
問
題
に
な

り
だ
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
概
念
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ

た
、
し
か
し
旧
来
の
実
証
主
義
批
評
で
は
決
定
的
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
「
作
者
」
と
か
、
そ
の
出
自
と
か
、
そ
の
社
会
状

況
と
か
い
っ
た
も
の
が
、
別
の
形
で
は
あ
れ
、
テ
ク
ス
ト
読
解

の
た
め
の
大
き
な
要
因
と
し
て
復
活
し
て
き
て
い
る
と
い
う
の

は
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
第
二
に
、
も
う
少
し
広
範
な

哲
学
思
想
の
分
野
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
構

造
論
的
思
考
の
う
ち
に
フ
ー
コ
ー
的
な
意
味
で
の
「
考
古
学

的
」
思
考
、
あ
る
種
の
歴
史
分
析
の
視
点
が
導
入
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
で
問
題
な
の
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
自
律
し
自

閉
し
た
シ
ス
テ
ム
よ
り
は
む
し
ろ
、
特
定
の
日
付
を
も
っ
た
歴

史
的
な
出
来
事
と
み
な
す
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
ど
ん
な
も
の

だ
っ
て
「
は
じ
ま
り
」
が
あ
り
、
そ
の
日
付
が
あ
る
だ
ろ
う
と
。

た
だ
し
「
は
じ
ま
り
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
す
べ
て
の
真
理

や
正
統
化
の
根
拠
を
お
っ
か
ぶ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
絶

対
的
起
源
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
て
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
自
身

の
「
実
定
性=

既
成
性
（positivité

）」
を
た
え
ず
問
い
返
さ

ね
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
生
成=

出
来
事
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
は
ひ
と
つ
の
「
制
度
」
で
も
あ
る
。
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そ
の
意
味
で
、
先
ほ
ど
石
割
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
文
学
は

歴
史
研
究
だ
」
っ
て
い
う
の
も
わ
か
ら
な
く
は
な
い
で
す
。
重

要
な
の
は
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
歴
史
の
な
か
に
解
消
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
日
本
の
小
説
は
た
か
だ
か
一
〇
〇
年

前
に
成
立
し
た
制
度
で
し
か
な
い
と
い
う
一
点
を
ま
ず
は
っ
き

り
自
覚
す
る
こ
と
で
す
。
文
学
全
般
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
や
っ

ぱ
り
近
代
以
降
の
活
版
印
刷
の
出
現
な
ん
か
と
深
く
連
動
し
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
な
ん
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。
文
学
の
歴
史
研

究
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
理
論
が
ひ
と

つ
の
経
済
学
批
判
で
あ
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
、
つ

ま
り
文
学
と
い
う
制
度
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
や
根
拠
そ
の

も
の
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
文
学

批
判
」
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
現
わ
れ

た
の
が
「
文
学
環
境
論
」
だ
と
す
れ
ば
、
門
外
漢
の
私
に
も
一

応
理
解
は
で
き
る
と
。

米
井
：
だ
か
ら
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
を
多
面
性
・
多
層
性
と

い
う
風
に
ひ
っ
く
る
め
て
言
う
と
、「
外
部
性
」
て
い
う
こ
と

に
な
る
。
テ
ク
ス
ト
の
外
部
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
、

三
宅
さ
ん
が
言
っ
た
の
は
ね
。

三
宅
：
そ
う
で
す
。
た
だ
そ
の
「
テ
ク
ス
ト
の
外
部
」
と
い
う

の
が
、
た
と
え
ば
テ
ク
ス
ト
論
と
連
動
し
て
い
る
「
相
互
テ
ク

ス
ト
性
（inter-textualité

）」
の
概
念
で
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い

も
の
な
の
か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
そ
れ
か

ら
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
の
は
、
文
学
と
い
う
概
念
に
関
し
て
。

玉
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
詩
や
小
説
は
自
然
の
つ

か
ま
え
方
を
教
え
る
も
の
だ
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
だ
と
思
う

ん
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
も
や
は
り
歴
史
的
な
も
の
で
し
ょ
う
ね
。

あ
ら
ゆ
る
時
代
に
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
。
だ
か
ら
ま

さ
に
歴
史
的
な
、
そ
の
時
代
に
固
有
な
感
性
み
た
い
な
も
の
を

表
現
で
き
る
の
が
つ
ね
に
文
学
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
。

さ
っ
き
文
化
と
文
学
と
い
う
概
念
を
比
べ
て
文
化
の
方
が
広
く

使
わ
れ
て
い
る
の
は
け
し
か
ら
ん
て
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た

が
、正
直
な
と
こ
ろ
を
言
う
と
、文
学
に
は
そ
の
力
が
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
文
学
的
な
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
時
代
固
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有
の
感
覚
を
表
現
す
る
の
が
そ
ろ
そ
ろ
難
し
く
な
っ
て
き
て
る

か
ら
、
文
学
外
の
ひ
と
た
ち
は
文
化
っ
て
言
葉
に
少
し
色
目
を

使
い
出
し
て
い
る
の
か
な
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

平
田
：
そ
の
「
外
部
」
っ
て
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
文
学

に
限
ら
ず
テ
ク
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
社
会
と
の
相
互
行
為
み
た

い
な
も
の
、
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
を
捉
え
る
と
、
た
と
え
ば
玉

井
さ
ん
が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
文
学
が
持
っ
て
い
る
社
会

的
機
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
外
部
性
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

テ
ク
ス
ト
は
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
か
な
ら
ず
あ
る
時

代
の
刻
印
を
も
っ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
い
う

捉
え
方
を
す
る
と
、
も
う
少
し
議
論
を
深
め
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
感
じ
も
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

石
割
：
た
だ
、
そ
の
「
外
部
」
も
本
当
に
「
外
部
」
な
の
か
と

い
う
疑
問
も
残
る
ん
で
す
よ
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ベ
イ
ト
の
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
の
こ
の
自
然
と
い

う
の
は
本
当
に
「
外
部
」
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。「
人
間
は
そ

も
そ
も
生
物
で
あ
る
」
と
い
う
完
全
な
「
外
部
」。
オ
オ
カ
ミ

に
育
て
ら
れ
て
初
め
て
実
感
で
き
る
「
外
部
」
と
い
う
か
。
そ

れ
と
比
べ
る
と
、
文
学
の
周
り
に
あ
る
狭
義
の
「
外
部
」
と
い

う
の
は
ま
だ
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。
そ
の
「
外
部
」

と
「
絶
対
的
な
外
部
」
と
い
う
の
は
、
他
者
と
い
う
か
、
違
う

も
の
で
す
ね
。

平
田
：
ぜ
ん
ぜ
ん
違
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
相
互
行
為
を
拒
否
す

る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
通
の
絶
対
他
者
で
し
ょ
う
。

石
割
：
そ
の
「
絶
対
的
な
他
者
」
と
我
々
は
向
き
合
わ
な
い
と

い
け
な
い
。
生
き
て
い
く
（
サ
バ
イ
ブ
す
る
）
た
め
に
。
そ
の

時
に
言
語
な
り
文
化
な
り
文
学
が
入
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
目
の
前
の
花
を
見
た
と
き
に
「
ク
ロ
ッ
カ
ス
」
と
ま
ず
名

づ
け
て
。
そ
れ
を
見
た
と
き
に
や
っ
ぱ
り
綺
麗
だ
と
か
食
べ
ら

れ
そ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
な
い
と
、
そ
う
い
う
価
値
を
つ
け

な
い
と
、
と
て
も
折
り
合
い
が
付
け
ら
れ
な
い
の
で
。
そ
れ
抜

き
に
、
じ
ゃ
あ
そ
の
目
の
前
の
一
輪
の
花
と
ど
う
関
係
を
結
ぶ

か
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
す
ご
く
難
し
い
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
吐
き
気
を
催
す
し
か
な
い
。
な
の
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で
た
と
え
構
築
主
義
だ
と
か
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
か
、
確
か
に

そ
う
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
し
な
い
と
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な

い
と
い
う
面
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

米
井
：
だ
か
ら
そ
の
ク
ロ
ッ
カ
ス
の
話
も
そ
う
だ
し
、
海
の
泡

を
「
残
酷
な
」
と
い
う
ふ
う
に
形
容
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い

う
の
を
、
断
言
す
る
の
が
お
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
う

と
残
酷
で
あ
る
と
い
う
感
性
が
も
の
す
ご
く
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
場
と
い
う
の
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
し
、
時
代
に
よ
っ
て

は
全
然
だ
め
だ
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
し
。
そ
れ
が

文
学
な
り
言
語
な
り
の
も
っ
て
い
る
社
会
的
な
機
能
と
つ
な

が
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

玉
井
：
ラ
ス
キ
ン
も
人
間
あ
る
い
は
詩
人
に
は
三
つ
な
い
し
は

四
つ
の
階
層
が
あ
る
と
も
言
う
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
は
ク
ロ
ッ

カ
ス
と
い
う
花
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
度
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ

と
い
う
花
も
出
し
て
く
る
ん
で
す
。
サ
ク
ラ
ソ
ウ
を
見
て
も
で

す
ね
、
な
ん
に
も
感
じ
な
い
、
美
し
い
と
も
、
何
か
に
見
え
る

と
も
擬
人
化
で
き
な
い
よ
う
な
詩
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ

は
最
低
の
階
層
の
詩
人
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
次
に
、
二
番
目

の
詩
人
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
を
見
た
ら
女
性
の
象
徴
と
か
見
捨
て
ら

れ
た
乙
女
を
想
像
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
擬
人
的
な
心
が
働
く
。

し
か
し
そ
れ
は
詩
人
と
し
て
は
二
流
だ
と
い
う
。
三
番
目
は
で

す
ね
、
ほ
ん
と
う
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
を
見
る
と
感
動
す
る
ん
だ
け

れ
ど
も
、
表
現
に
お
い
て
は
擬
人
的
な
も
の
を
で
き
る
だ
け
抑

制
し
て
表
現
す
る
の
が
一
流
の
詩
人
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い

う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
最
後
に
、
四
番
目
に
ラ
ス
キ
ン
は
言
う
ん
で
す
け
ど
、

し
か
し
ど
う
し
て
人
間
は
そ
の
よ
う
な
詩
人
が
作
っ
た
擬
人
的

な
表
現
に
「
美
し
い
」
と
感
じ
る
の
か
、こ
れ
が
不
思
議
だ
、と
。

こ
こ
に
文
学
の
秘
密
が
あ
る
と
、
言
う
ん
で
す
。
た
だ
し
預
言

者
的
な
詩
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
低
次
元
の
感
傷
的
な

表
現
じ
ゃ
な
く
て
、
高
次
の
感
情
移
入
し
た
表
現
を
ま
っ
た
く

気
に
せ
ず
堂
々
と
表
現
す
る
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
て
、
詩
人

の
感
情
面
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
確
か
に

米
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
「
残
酷
な
海
」
と
い
う
比
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喩
表
現
を
侵
し
て
で
も
、「
残
酷
」
と
い
う
気
持
ち
、
感
情
を

も
つ
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
す
。

　

ラ
ス
キ
ン
は
、
人
間
と
、
物
あ
る
い
は
絶
対
的
外
部
と
の
関

係
を
か
な
り
厳
格
に
い
く
つ
か
の
段
階
に
区
分
し
て
考
察
を
加

え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
文
学
環
境
論
の
場
合
、
問
題
は
、
ど
う

い
う
視
点
に
立
て
ば
環
境
と
い
う
も
の
を
絶
対
視
す
る
こ
と
が

き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
環
境
な
る
も
の
が
物

体
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
う
い
う
考
え

方
に
の
み
も
と
づ
い
た
姿
勢
を
と
る
な
ら
ば
窮
屈
に
な
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。

　

環
境
は
や
っ
ぱ
り
人
間
が
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
同

時
に
、
環
境
は
人
間
の
外
に
あ
る
も
の
と
想
定
し
な
け
れ
ば
逆

に
人
間
の
方
も
豊
か
さ
や
柔
軟
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
、
両
面
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す

ね
。

５
．
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
両
義
性

米
井
：
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
は
そ
こ
に

絡
ん
で
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
東
浩
紀
が
『
文
学

環
境
論
集
』
と
い
う
の
を
出
し
て
、「
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
」
の
中
で
頻
繁
に
「
環
境
」
と
い
う
単
語
を
使
う
ん
で
す

け
ど
、彼
が
使
う
「
環
境
」
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
環
境
」
！

玉
井
：
バ
ー
チ
ャ
ル
な
環
境
。

米
井
：
英
文
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
環
境
と
い
う
中
で
彼
が
言
っ

て
い
る
の
は
、
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
違
う
も
の
が
今
誕

生
し
つ
つ
あ
る
ん
だ
と
い
う
話
な
ん
で
す
ね
。携
帯
小
説
や『
電

車
男
』
の
よ
う
な
小
説
が
作
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ニ

メ
の
世
界
で
も
い
ろ
ん
な
も
の
が
公
開
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら

の
引
用
に
よ
っ
て
作
品
が
形
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
実
情
が
あ

る
と
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
文
学
」
と
い
う
言
葉

を
使
え
る
の
か
使
え
な
い
の
か
。
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
ー
で
片
付
く
の
か
片
付
か
な
い
の
か
と
い
う
問
題
も
、
た
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ぶ
ん
今
の
文
芸
批
評
の
世
界
で
ホ
ッ
ト
な
話
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
。

石
割
：
文
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

よ
ね
。
で
、
こ
う
い
う
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
し

て
ま
し
て
、
こ
の
辺
は
わ
れ
わ
れ
に
も
近
い
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、「
私
た
ち
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
化
が
進
行
し
て
い
る
時

代
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
物
語
的
想
像
力

は
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
物
語
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
二
つ
の

異
な
っ
た
論
理
に
支
え
ら
れ
た
、
二
つ
の
異
な
っ
た
環
境
に
引

き
裂
か
れ
て
い
る
。
前
者
が
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
環
境

で
あ
り
、
後
者
が
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
環
境
で

あ
る
」
と
こ
う
い
っ
た
環
境
の
使
い
方
を
し
て
い
る
と
い
う
。

で
、
近
代
的
な
私
小
説
的
な
環
境
か
ら
、
も
う
違
う
環
境
へ
と

変
化
し
て
き
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
。

玉
井
：
そ
れ
な
に
、
二
種
類
の
環
境
と
い
っ
て
る
わ
け
？　

そ

の
二
つ
の
環
境
は
お
互
い
に
関
係
は
な
い
わ
け
？

石
割
：
も
う
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

米
井
：
せ
め
ぎ
あ
い
だ
か
ら
、
乗
り
越
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
み
た

い
な
言
い
方
で
す
ね
。

石
割
：
例
え
ば
小
説
は
私
と
か
要
す
る
に
人
間
を
描
く
も
の
だ

と
い
う
古
い
環
境
と
、
今
は
小
説
で
要
す
る
に
マ
ン
ガ
み
た
い

な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
い
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
環
境
。

私
小
説
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
へ
と
。
そ
う
い
う
も
の
を
了

承
す
る
状
況
と
い
う
か
環
境
と
い
う
か
。
で
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
い
う
の
も
小
説
だ
け
の
話
じ
ゃ
な
く
て
、
ゲ
ー
ム
と
か

色
ん
な
メ
デ
ィ
ア
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
蓄
積
さ
れ
、
使
い

回
さ
れ
て
い
る
。

玉
井
：
そ
う
い
う
場
合
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
付
け
加
え
方
に
つ

い
て
な
ん
で
す
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
の
は
Ａ
と
か
Ｂ
と

か
Ｐ
と
か
Ｑ
と
い
う
よ
う
に
、「
記
号
」
に
近
づ
く
わ
け
で
す

か
？

米
井
：
そ
う
い
う
意
味
で
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
ね
。
大
塚
英

志
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
と
か
グ
レ
マ
ス
と
か
の
物
語

理
論
を
引
用
し
な
が
ら
ア
ニ
メ
の
分
析
を
し
た
り
、
物
語
の
構



93� 座談会：横断する文学としての文学環境論

造
が
こ
う
な
っ
て
る
ん
だ
か
ら
こ
れ
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
使
っ

て
け
ば
誰
で
も
小
説
が
書
け
ま
す
、
と
い
う
理
論
を
展
開
さ
せ

て
い
ま
す
。

玉
井
：
な
る
ほ
ど
ね
。

平
田
：
だ
か
ら
逆
に
、
そ
う
い
う
研
究
を
す
る
ん
だ
っ
た
ら
誰

が
や
っ
て
も
同
じ
な
ん
で
す
よ
。
出
来
合
い
の
分
析
装
置
が

あ
っ
て
、
そ
の
装
置
に
い
ろ
ん
な
テ
ク
ス
ト
を
入
れ
れ
ば
研
究

が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
研
究
は
も
う
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
世
界
で
す
（
笑
）。

三
宅
：
た
だ
文
学
環
境
論
と
し
て
一
番
面
白
い
の
は
、
な
ぜ
そ

う
や
っ
て
物
語
が
消
費
さ
れ
る
の
か
を
大
塚
さ
ん
な
り
に
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
。物
語
の
消
費
と
い
う
現
象
は
、ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
小
説
の
成
立
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
消
費
さ
れ
る
も
の
と
し
て

の
物
語
の
機
能
を
も
う
少
し
き
っ
ち
り
分
析
し
て
も
い
い
は
ず

で
す
よ
ね
。

米
井
：
今
年
授
業
で
取
り
上
げ
た
『
秒
速
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
』
て
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
中
学
生

か
ら
高
校
生
の
間
、
種
子
島
と
栃
木
の
間
で
文
通
し
て
い
る
男

の
子
と
女
の
子
の
話
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
後
携
帯
電
話
の
時
代

に
な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
携
帯
電
話
を
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
前
に
文

通
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
恋
が
成
立
し
な
い
、
遠
距
離
恋

愛
の
お
話
な
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
文
通
を
す
る
と
い
う
行
為
に

対
し
て
、
学
生
諸
君
は
も
の
す
ご
く
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
反
応
を

す
る
ん
で
す
。
自
分
は
文
通
を
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、

携
帯
で
あ
っ
さ
り
や
っ
て
し
ま
う
会
話
と
比
べ
る
と
、
ず
っ
と

中
身
が
濃
い
よ
う
な
気
が
す
る
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う

ん
で
す
よ
。
物
語
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
が
、

七
〇
年
代
の
構
造
主
義
に
は
ね
、
物
語
は
死
ん
だ
と
い
う
話
し

も
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
反
物
語
と
か
ね
。
で
も･･････

。

三
宅
：
お
そ
ら
く
米
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
精
神
分
析

に
お
け
る
分
析=

治
療
の
機
能
と
同
じ
。
物
語
を
セ
ル
フ
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
、
ふ
た
つ
の
話
が
根
っ
こ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
自
分
の
生
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ま
れ
を
物
語
と
い
う
形
で
振
り
返
る
こ
と
と
、
現
実
を
物
語
と

い
う
形
で
も
う
一
回
整
序
す
る
と
い
う
こ
と
と
が
。
両
者
を
収

斂
さ
せ
な
が
ら
、
つ
ま
り
自
我
を
見
失
い
現
実
感
覚
を
か
ぎ
り

な
く
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
に
対
し
て
物
語
は
有
効

な
処
方
箋
を
も
っ
て
い
る
と
説
く
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
の
物

語
治
癒
論
で
す
か
ら
。
反
対
に
文
学
環
境
論
が
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
も
し
く
は
補
強

す
る
機
能
が
文
学
＝
物
語
に
求
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。

そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
批
判
す
る
の
か
と
い
う
分
析
地
平

の
問
題
に
な
る
。

石
割
：「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
物
語
が
な
ぜ
い
る
の
？
」

と
い
う
の
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ま
っ
た
く
な
し
で
も
い
け

る
と
い
う
こ
と
？

平
田
：
い
る
と
か
い
ら
な
い
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
絶
対
不
動
な
も
の
と
考
え
ち
ゃ
う
と
そ
れ
に
縛
ら
れ
て

身
動
き
が
取
れ
な
く
な
る
。
Ａ
じ
ゃ
な
け
れ
ば
Ｂ
、
そ
れ
で
も

な
き
ゃ
Ｃ
だ
、
っ
て
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
Ａ
に
な
り
か
け
の

Ｂ
と
か
、
Ｂ
と
Ｃ
の
境
界
線
を
う
ろ
う
ろ
し
て
ま
す
と
い
っ
た

状
態
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
。
そ
れ
は
変
化
や
曖
昧
さ
や
可
能

性
と
い
っ
た
物
語
が
も
っ
て
る
豊
か
さ
と
は
完
全
に
対
極
に
あ

る
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

米
井
：
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
感
じ
が
す
ご
く
す
る
。
特
に

就
職
セ
ミ
ナ―

で
の
学
生
み
ん
な
が
や
る
自
己
分
析
で
「
や
っ

と
自
分
が
わ
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
が
、
私
は
「
そ
ん
な
に
簡

単
に
自
分
が
わ
か
る
の
か
」
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
に
簡

単
に
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
世
の
中
、
人
生
つ
ま
ら
な
い
。
な

ぜ
そ
ん
な
に
簡
単
に
わ
か
り
た
が
る
の
か
と
感
じ
る
。
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
っ
て
一
時
性
を
帯
び
て
る
わ
け
で
、
そ
の
つ
ど

そ
の
つ
ど
の
選
択
の
結
果
が
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
が
ま
と

ま
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
作
ら
れ
て
い
く
は
ず
な
の
に
、

先
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
の
は
落
ち
着
か
な
い
。

玉
井
：
就
職
の
際
に
三
分
間
自
己
紹
介
な
ど
で
は
、
安
直
で
も

い
い
か
ら
自
分
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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た
と
え
ば
、
ア
ル
バ
イ
ト
す
る
こ
と
で
い
か
に
働
く
こ
と
の
意

味
を
知
っ
た
か
ら
こ
の
会
社
に
入
り
た
い
と
思
っ
た
、
と
い
っ

た
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
。
そ
う
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
作
る
こ
と
が
性
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
に
な
っ

て
は
じ
め
て
、
若
い
人
た
ち
は
、
自
分
と
い
う
も
の
を
荒
っ
ぽ

い
感
じ
で
あ
る
に
し
て
も
、
整
理
し
て
、
自
分
に
ひ
と
つ
の
秩

序
を
、
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
就
職
活

動
は
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
ま
た
、
生
ま
れ
て
こ

の
か
た
最
初
の
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
大
丈
夫
な
の
か

な
と
い
う
疑
問
は
感
じ
る
。

米
井
：
な
に
か
、
宗
教
に
走
る
準
備
を
し
て
い
る
よ
う
。

石
割
：
ま
さ
に
今
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
宗

教
な
ん
で
す
が
、
カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
の
『
猫
の
ゆ
り
か

ご
』
と
い
う
作
品
に
出
て
く
る
ボ
コ
ノ
ン
教
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
教
祖
ボ
コ
ノ
ン
と
い
う
人
が
作
っ
た
宗
教
な
ん
で
す

が
、
こ
の
宗
教
は
全
部
ウ
ソ
だ
と
い
う
こ
と
を
明
言
す
る
宗
教

な
ん
で
す
。
信
じ
る
人
は
も
う
こ
れ
は
嘘
だ
と
い
う
こ
と
を
わ

か
っ
た
う
え
で
、
こ
の
宗
教
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
と
い
っ
た
も

の
が
ボ
コ
ノ
ン
教
。
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
一
九
六
〇
年
代
の

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
い
っ
た
い

何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
ず
宗
教
で
あ
れ
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
、
な
ん
で
も
も
と
も
と

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
、
作
り
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
そ

れ
ら
を
無
条
件
に
盲
目
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
も
結
局
作
り
ご
と
で
し
か
な
い
と
い
う
、

物
語
性
を
排
し
た
方
向
に
行
く
。だ
が
そ
れ
も
あ
り
だ
が
、ヴ
ォ

ネ
ガ
ッ
ト
の
『
猫
の
ゆ
り
か
ご
』
は
、
そ
う
だ
と
わ
か
っ
た
う

え
で
そ
う
い
っ
た
も
の
を
も
う
一
回
作
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う

こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
に
か
と
い
う
と
、
た
ぶ
ん
何

も
な
い
と
こ
ろ
で
は
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
嘘
で

も
い
い
か
ら
、
宗
教
な
り
な
ん
な
り
が
必
要
だ
か
ら
で
は
な
い

か
。
そ
の
あ
た
り
に
物
語
の
し
つ
こ
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
を
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
話
に
つ
な
げ
る
と
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
わ
か
っ
た
と
い
っ
て
そ
れ
を
妄
信
す
る
と
、
宗
教
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み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
そ
こ
で
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
を
読

ん
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
と
り
あ
え
ず
、
今
こ
ん
な
も

の
が
で
き
ま
し
た
」
み
た
い
な
風
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
な
、

と
思
う
。

平
田
：「
ち
ょ
っ
と
今
日
は
こ
れ
よ
」
と
い
っ
た
感
じ
。

石
割
：
そ
う
そ
う
。「
今
日
は
ち
ょ
っ
と
こ
れ
着
ま
す
」
っ
て

い
う
。

三
宅
：
キ
ャ
ラ
っ
て
い
う
の
は
そ
う
い
う
感
じ
で
す
ね
。
実
際
、

物
語
と
い
う
も
の
を
案
外
に
こ
こ
ろ
え
て
い
る
若
い
人
た
ち
が
、

物
語
を
そ
れ
ほ
ど
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
か

ど
う
か
。
と
り
あ
え
ず
自
分
を
他
人
に
対
し
て
社
会
的
に
表
明

す
る
と
き
、
物
語
と
い
う
形
を
と
る
の
が
一
応
社
会
で
要
請
さ

れ
て
い
る
約
束
事
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
で
き
あ
い
の
物

語
を
選
ん
だ
り
い
く
つ
か
を
組
み
合
わ
せ
て
、
自
分
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ
う
で
す
よ
と
言
っ
て
み
せ
る
が
、
そ
れ
を
当

人
が
ど
こ
ま
で
信
じ
て
い
る
か
は
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
そ
こ

の
と
こ
ろ
は
平
均
年
齢
の
高
い
座
談
会
で
は
わ
か
ら
ん
で
し
ょ

う
。
む
し
ろ
学
生
諸
君
に
聞
い
た
ほ
う
が
い
い
。

平
田
：
会
社
の
面
接
で
「
物
語
」
を
要
求
す
る
お
じ
さ
ん
た
ち

が
、
学
生
は
作
っ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
話
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
か
ど
う
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
考
え
ら
れ
る
し
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
要
す
る
に
社
会
的
に
適
応
可
能
か
ど
う
か
を
調
べ
て
い

る
だ
け
で
、
面
接
相
手
や
そ
の
人
が
語
る
「
物
語
」
に
本
当
に

興
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
ね
。

Ⅲ
．
学
生
に
と
っ
て
の＜

文
学
環
境
論＞

１
．
視
点―

小
説
と
映
画
の
場
合

平
田
：
学
生
諸
君
に
聞
く
と
い
う
発
言
が
出
た
の
で
、
こ
こ
ら

で
、
院
生
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と

を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
話
し
ま
せ
ん
か
？�

米
井
：
蓮
井
美
里
さ
ん
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
か
。
彼
女
の
研
究

計
画
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
作
品
と
そ

れ
を
取
り
囲
む
環
境
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の
で
、
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ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
、
あ
る

い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ま
た
い
で
い
る
、
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
環

境
に
属
さ
ず
に
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
属
し
、
自
ら
も
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
変
え
な
が
ら
作
品
を
書
い
て
い
っ
た
と
い
う
点
に

着
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
ね
じ
の
回
転
』
を
取
り
上
げ
た

卒
論
か
ら
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
の
よ
う
で
す
ね
。

石
割
：
形
式
の
こ
と
も
や
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ヘ
ン
リ
ー
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
序
文
を
読
ん
で
、
語
り
す
な
わ
ち
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

の
こ
と
も
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
本
格
的
に
小
説
の
物
語
論
、
語

り
の
技
法
論
は
始
ま
っ
た
、
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

視
点
を
言
う
際
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
印
象
的
な
比
喩
を
持
っ
て
き

ま
し
て
、「
ハ
ウ
ス
・
オ
ブ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
す
な
わ
ち
小

説
の
家
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
館
。
大
き
な
館
が
で
ん
と
建
っ
て

い
て
、
前
に
庭
が
あ
る
。
そ
の
庭
に
、
人
が
い
る
な
り
、
あ
る

情
景
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
曰
く
、
語

り
と
い
う
の
は
「
小
説
の
館
」
か
ら―

こ
の
館
に
は
窓
が
無

数
に
あ
っ
て
、
要
す
る
に
そ
の
窓
の
一
つ
か
ら―

庭
の
シ
ー

ン
を
見
る
ん
だ
、
と
。
そ
の
窓
は
無
数
に
あ
っ
て
同
じ
情
景
に

向
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
の
窓
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
視
点
が

変
わ
る
、
見
え
方
が
ち
が
っ
て
く
る
。
同
じ
も
の
を
見
な
が
ら

ど
の
窓
を
選
ぶ
か
で
見
え
方
が
違
う
と
い
う
そ
う
い
う
比
喩
を

使
っ
て
、
視
点point�of�view

を
言
っ
た
。
実
際
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
も
そ
う
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
も
ち
ろ
ん
視

点
と
い
う
も
の
を
先
鋭
化
し
て
い
け
ば
心
理
小
説
に
つ
な
が
っ

て
い
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
へ
ん
の
語
り
の
技
法
、
形
式

面
を
い
か
せ
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て

願
わ
く
ば
そ
の
視
点
を
映
画
に
つ
な
げ
ら
れ
な
い
か
な
と
。

玉
井
：telling�

とshow
ing

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
ね
。

石
割
：
そ
う
で
す
ね
。
完
全
に
こ
れ
はshow

ing

な
ん
で
す
。

だ
か
ら
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
先
ほ
ど
僕
は
ド
ラ
マ
と
言
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
舞
台
を
眺
め
る
、
見
る
と
い
う
そ
の
メ

タ
フ
ァ
ー
で
、
語
り
を
語
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が

小
説
の
語
り
を
語
る
時
に
借
り
て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
は
視
覚
、

見
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
で
、
小
説
を
語
る
時
の
メ
タ
フ
ァ
ー
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で
し
か
な
い
そ
の
見
る
こ
と
が
映
画
に
持
っ
て
い
か
れ
る
と
、

見
る
こ
と
が
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
な
ん
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
一
つ
の
錯
綜
が
起
こ
る
。

平
田
：
庭
に
面
し
た
家
の
中
か
ら
眺
め
て
る
と
い
う
の
は
、
一

つ
の
方
向
か
ら
し
か
見
て
い
な
い
、
別
の
登
場
人
物
が
庭
に
居

て
、
家
の
ほ
う
を
向
い
て
い
る
と
す
る
と
、
彼
ら
の
背
中
は
描

け
な
い
。

石
割
：
ま
さ
に
そ
れ
が
視
点
な
ん
で
す
よ
ね
。
あ
る
一
定
の
方

向
か
ら
見
え
た
も
の
し
か
見
え
な
い
。

平
田
：
し
た
が
っ
て
、
謎
を
残
し
て
お
け
る
。
そ
れ
が
『
ね
じ

の
回
転
』
の
語
り
手
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
小
説
構
造
そ

の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
蓮
井
さ
ん
の
ジ
ェ
ー

ム
ズ
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

石
割
：
わ
れ
わ
れ
が
舞
台
と
い
う
の
と
一
緒
な
ん
で
す
よ
。
演

じ
て
い
る
そ
の
背
中
は
見
え
な
い
。

三
宅
：
映
画
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
わ
け
で
。

視
点
そ
の
も
の
の
変
化
を
表
現
す
る
っ
て
い
う
の
が
ま
さ
に
映

画
的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
機
能
で
す
か
ら
ね
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
映
画
に
関
心
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
ね
？�

石
割
：
そ
の
へ
ん
も
研
究
の
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
た
と

え
ば
単
に
映
画
と
小
説
作
品
を
比
べ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

視
点
と
い
う
も
の
を
ひ
と
つ
も
っ
て
く
れ
ば
、
小
説
に
お
け
る

視
点
が
映
画
で
は
ど
う
い
う
風
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い

な
い
の
か
。
視
覚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
実
際
に
使
え
る
媒
体
、
メ

デ
ィ
ア
に
行
っ
た
時
に
そ
れ
が
ど
う
な
る
の
か
、
ど
う
変
容
す

る
の
か
。

三
宅
：
小
説
の
映
画
化
っ
て
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス

の
場
合
、
典
型
的
に
は
一
九
三
〇
年
代
つ
ま
り
サ
イ
レ
ン
ト
か

ら
ト
ー
キ
ー
に
移
行
し
た
時
点
で
も
っ
と
も
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

そ
の
際
、
原
作
に
選
ば
れ
る
の
は
多
く
が
一
九
世
紀
の
小
説
で

す
。
映
画
の
物
語
っ
て
や
っ
ぱ
り
、
基
本
的
な
モ
デ
ル
を
一
九

世
紀
の
小
説
の
な
か
に
も
っ
て
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
ん
で

し
ょ
う
ね
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
で
あ
り
フ
ロ
ベ
ー
ル

で
あ
り
、
英
米
で
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
だ
と
か
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
出
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て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
映
画
の
物
語
が
、
少

な
く
と
も
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
登
場
以
前
の
古
典
的
な
物
語

映
画
が
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
一
九
世
紀
小
説
に
制
約
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
、
誰
も
ま
だ
具
体
的
に
研
究
し
て
い
な
い
。
少

な
く
と
も
映
画
研
究
の
側
か
ら
は
そ
こ
ま
で
カ
バ
ー
し
き
れ
て

な
い
。

米
井
：
映
画
の
冒
頭
を
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
し
な
さ
い
と
い
う
レ
ポ
ー

ト
を
、
十
分
ぶ
ん
ぐ
ら
い
や
ら
せ
る
と
個
性
が
す
ご
く
で
ま
す

よ
。
風
景
を
び
っ
し
り
書
く
子
と
ね
、
セ
リ
フ
し
か
書
か
な
い

子
、
心
理
描
写
を
勝
手
に
す
る
子
と
い
っ
た
よ
う
に
別
れ
る
ん

で
す
よ
。
そ
こ
が
お
も
し
ろ
い
。

２
．「
文
学
」
を
「
哲
学
」
す
る

平
田
：
水
田
博
子
さ
ん
の
文
学
に
対
す
る
関
心
は
、
作
家
論
と

か
作
品
論
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、「
テ
ク
ス
ト
の
機
能
」
に
向
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
小
説
が
ど
ん
な
ふ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、

新
聞
の
論
説
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
違
っ
て
小
説
が
ど
う

い
う
働
き
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
の
を
中
心
的
テ
ー
マ
に
し

て
い
ま
す
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
文
学
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、

「
文
学
評
論
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
哲
学
」
と
し
て
文
学
を
扱
っ

て
い
る
と
と
ら
え
て
、「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
文
学
論
」
と
呼
ぶ
の

は
適
切
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
的
な
概
念
や

思
考
の
装
置
を
使
っ
て
文
学
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

玉
井
：
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
フ
ラ
ン
ス
系
の
哲
学
者
に
よ
く
見
ら

れ
る
か
た
ち
の
哲
学
的
文
学
論
を
展
開
し
、
ア
メ
リ
カ
の
文
学

批
評
家
に
与
え
た
影
響
も
大
き
な
批
評
家
で
す
ね
。

米
井
：
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
し
て
は
二
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ

は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
の
中
に
あ
る
、「
芸
術
形
式
と
し
て
の

小
説
」
を
考
え
る
と
い
う
方
向
性
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
主
体
」

の
問
題
で
、
小
説
の
「
語
り
」
の
歴
史
性
を
「
主
体
」
が
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
変
化
と
し
て
考
え
て

み
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
時
代
の
テ
ク
ス
ト
に
は
固
有
名
詞
は
な
か
っ
た
。
登
場
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人
物
が
固
有
名
詞
を
持
つ
と
心
理
的
な
「
ノ
ベ
ル
」
が
出
て
く

る
と
い
う
事
態
は
、
人
間
の
心
理
の
発
見
と
時
を
同
じ
く
し
て

い
て
、
主
体
・
内
面
・
個
人
主
義
と
い
っ
た
も
の
が
社
会
的
に

浮
上
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
先
、
ど
の
よ

う
な
語
り
が
出
て
く
る
の
か
、
予
測
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、

い
か
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
追
跡
す
れ
ば
、
そ
の
延
長
線
上

に
語
り
の
未
来
の
形
式
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
問
題
設
定
を
し
て
い
ま
す
。

三
宅
：
水
田
さ
ん
が
研
究
計
画
書
で
引
用
な
さ
っ
て
い
る
よ
う

に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
は
カ
フ
カ
論
（『
カ
フ
カ
』）
と
プ
ル
ー
ス

ト
論
（『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ
』）
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
る

い
は
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
な
か
で
、
哲
学
の
仕
事
は
概
念
を

創
造
す
る
こ
と
だ
が
、
対
し
て
芸
術
は
知
覚
と
感
情
を
創
造
す

る
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
少
し
は
文
学
論
に
関
係
す
る
か
な
。

あ
と
個
々
の
文
学
作
品
を
論
じ
た
箇
所
は
あ
ち
こ
ち（『
マ
ゾ
ッ

ホ
と
サ
ド
』『
意
味
の
論
理
学
』
等
）
に
あ
り
ま
す
が
。

玉
井
：
Ｊ
．
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
のrepetition

論
に
お
い
て
、

小
説
に
見
ら
れ
る
反
復
の
二
つ
の
型
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
の

概
念
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
か
ら
借
り
た
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

石
割
：
水
田
さ
ん
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
さ
に
文
学
環
境
論
に
ふ

さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
文
学
を
哲
学
の
方
か
ら
っ
て
い
う
。

た
だ
一
つ
気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
ど
こ
ま
で
そ
の

作
品
を
き
ち
ん
と
読
む
作
業
が
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

よ
ね
。
周
り
か
ら
い
く
面
白
さ
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
論
じ
た
作
品
論
が
作
品
研
究
を
や
っ
て

い
る
人
の
読
み
と
対
等
に
や
り
あ
え
る
か
、
専
門
に
し
て
い
る

人
か
ら
読
ん
で
も
哲
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
い
い
も
の
と
し

て
思
え
る
か
ど
う
か
、
そ
の
辺
り
ま
で
目
指
し
て
ほ
し
い
。
ま

ず
作
品
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
と
い
う
の
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

さ
ら
に
外
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
非
常
に
力
の
い
る
作
業

だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
上
手
く
い
く
と
抜
群
に
お
も
し

ろ
く
な
る
。
い
か
な
い
と
ち
ょ
っ
と
平
板
な
も
の
に
な
る
。
作

品
の
読
み
と
し
て
ど
う
な
ん
だ
っ
て
い
う
も
の
に
な
り
か
ね
な

い
。
そ
の
へ
ん
で
す
よ
ね
。
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玉
井
：
水
田
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
お
で
き
に
な
る
ん
で
し
た

ね
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
日
本
語
訳
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
る
の
？

三
宅
：『
シ
ネ
マ
』
の
第
一
巻
が
出
て
な
い
だ
け
で
す
ね
。

玉
井
：
そ
う
で
す
か
。
も
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
き
ち
ん
と
フ
ラ

ン
ス
語
で
読
ま
れ
た
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
中
の
文
学
的
エ
ッ
セ

イ
み
た
い
な
も
の
を
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
集
め
て
ね
、
そ
れ
を
フ

ラ
ン
ス
語
か
ら
日
本
語
に
訳
し
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
こ

の
コ
ー
ス
で
は
、
修
士
論
文
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
、
作
品

の
翻
訳
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
メ
イ
ン
で

や
っ
て
も
い
い
し
、
サ
ブ
で
や
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
を
、
今
ち
ょ
っ
と
考
え
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

平
田
：
基
礎
作
業
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
の
研
究
を
こ

な
し
た
後
に
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
翻
訳
で
す
ね
。

玉
井
：
副
産
物
的
な
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
う
い
う
も
の

は
い
い
ん
で
は
な
い
か
な
。
必
ず
し
も
論
文
だ
け
で
は
な
く
て
、

た
と
え
ば
文
献
解
題
と
か
翻
訳
的
な
も
の
と
か
で
も
よ
い
。

も
っ
と
も
文
化
動
態
論
全
体
で
、
も
う
少
し
ま
と
ま
っ
て
、
学

生
諸
君
の
仕
事
を
公
表
す
る
活
動
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
出
版
な
ん
か
は
、
文
学
環
境
論
だ
け
で
無
理
だ
っ
た

ら
他
の
四
つ
の
コ
ー
ス
と
共
同
し
て
や
っ
て
い
く
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
が
。

平
田
：
こ
こ
で
宣
伝
し
よ
う
と
思
っ
て
自
分
の
本
の
韓
国
語
版

を
持
っ
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
に
は
解
題
の
ほ
か
に
、
小

説
の
翻
訳
が
付
録
と
し
て
付
い
て
る
ん
で
す
。
翻
訳
さ
れ
た
の

は
明
治
の
女
性
表
現
史
の
な
か
で
も
か
な
り
大
き
な
位
置
を
占

め
る
テ
ク
ス
ト
で
、
そ
の
読
解
部
分
は
私
の
本
の
中
で
も
重
要

な
論
点
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
翻
訳
版
が
出
て
初
め
て
小
説

付
録
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
を
選
び
だ
し
た
訳

者
の
眼
力
に
脱
帽
し
ま
し
た
。
訳
者
は
日
本
の
近
代
歌
謡
の
研

究
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
若
手
の
研
究
者
な
ん
で
す
が
、
単
に
言

語
能
力
の
高
さ
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
ま
さ
に
研
究
者
と
し
て
の
力

が
発
揮
さ
れ
た
仕
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
商
業
主
義
に

は
乗
ら
な
い
、
だ
け
れ
ど
も
す
ご
く
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
、
そ
う
い
う
テ
ク
ス
ト
を
見
い
だ
し
て
翻
訳
す
る
、
そ
ん
な
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力
を
院
生
諸
君
が
身
に
つ
け
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
え
。

３
．
風
景
の
発
見

石
割
：
研
究
計
画
書
に
よ
る
と
、
大
倉
嶺
宏
君
の
は
、
イ
ザ
ベ

ラ
・
バ
ー
ド
を
対
象
に
「
自
然
環
境
を
め
ぐ
る
表
象
の
あ
り
方

と
視
点
の
問
題
」
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

平
田
：
彼
は
卒
論
で
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
の
テ
ク
ス
ト

分
析
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、「
自
然
環
境
へ
の
ま
な

ざ
し
」
と
い
う
関
心
か
ら
旅
行
記
に
着
目
し
た
。
で
、
私
が
、

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
研
究
は
す
で
に
か
な
り
の
手
垢
が
付
い

て
な
い
？
っ
て
い
う
介
入
を
し
ち
ゃ
っ
た
も
ん
で
、
同
じ
く

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
・
レ
デ
ィ
・
ト
ラ
ベ
ラ
ー
の
ひ
と
り
だ
っ
た

A
nnie�Brassey

の
旅
行
記A

round�the�W
orld�in�the�

Y
acht�

“Sunbeam
”:�O

ur�H
om

e�on�the�O
cean�for�

Eleven�M
onths

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
原
著

は
一
八
七
八
年
の
刊
行
な
ん
で
す
け
ど
、
六
年
後
に
は
も
う
日

本
語
の
抄
訳
が
出
て
て
、
現
在
は
原
著
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
テ
ク

ス
ト
を
付
き
合
わ
せ
て
対
照
表
を
作
る
と
い
う
基
礎
作
業
を
し

て
い
ま
す
。こ
う
い
う
作
業
は
、実
は
米
井
さ
ん
が
ず
っ
と
や
っ

て
き
た
の
と
同
じ
で
す
よ
ね
。

米
井
：
私
は
ア
ニ
メ
を
扱
う
前
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
研
究
者

と
し
て
聖
書
の
翻
訳
研
究
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
ラ
テ
ン
語
か

ら
、
当
時
の
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
様
子
を
一
文
一
文
並
べ
て
、

考
え
て
、
こ
こ
は
こ
ん
な
訳
語
に
な
っ
て
る
、
す
ご
い
な
ぁ
と

か
っ
て
、
そ
う
い
う
作
業
を
し
て
た
ん
で
す
ね
。
今
ア
ニ
メ
を

と
り
あ
げ
な
が
ら
や
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
一
緒
な
ん
で

す
よ
。「
神
は
細
部
に
宿
る
！
」
と
か
な
ん
と
か
言
っ
て
、し
ょ

う
も
な
い
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
っ
た
り
す
る
の
も
本
当
に
お
ん
な

じ
で
ね
。
卒
論
で
『
攻
殻
機
動
隊
』
を
取
り
上
げ
た
い
っ
て
い

う
学
生
が
い
て
、
原
作
漫
画
、
映
画
版
、
Ｔ
Ｖ
版
を
見
た
こ
と

が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
３
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
対
照
表
を
作
れ

ば
、
そ
の
間
の
ズ
レ
か
ら
女
性
語
の
偏
差
の
問
題
な
ん
か
が
出

て
き
て
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
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平
田
：
大
倉
君
の
場
合
は
、
旅
行
者
が
未
知
の
場
所
を
訪
れ
て

書
か
れ
た
旅
行
記
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
じ
て
、〝
見
る
主
体

と
し
て
の
自
分
〟
と
、〝
旅
行
者
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
自
分
〟

と
の
間
に
あ
る
ズ
レ
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
柄
谷
行
人
さ
ん
が
『
近
代
日
本
文
学
の
起
源
』
で

国
木
田
独
歩
に
言
及
し
て
、「
風
景
の
発
見
」
は
認
識
的
倒
錯

を
必
要
と
し
た
と
言
っ
て
ま
す
が
、
主
体
と
客
体
の
間
に
生
じ

る
あ
る
種
の
顛
倒
を
探
り
だ
す
こ
と
で
、
ま
な
ざ
し
の
権
力
性

を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
研
究
に
な
る
か
も
と
期
待
し
て
る
ん

で
す
け
ど
。

玉
井
：
当
然
と
い
え
ば
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
の

作
家
が
風
景
に
向
か
う
場
合
と
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
よ
う

な
異
文
化
の
な
か
で
育
っ
て
き
て
、
か
つ
そ
の
中
か
ら
日
本
の

風
景
を
見
る
と
い
う
場
合
で
は
違
い
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

平
田
：
も
ち
ろ
ん
違
う
と
こ
ろ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、『
武

蔵
野
』
は
独
歩
自
身
の
日
記
や
ら
友
人
か
ら
の
手
紙
や
ら
雑
多

な
テ
ク
ス
ト
の
引
用
か
ら
で
き
て
い
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
も
近

世
以
前
の
韻
文
か
ら
外
国
文
学
ま
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
単
純
な

比
較
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
割
：
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
も
読
ん
で
い
る
ん
で
し
ょ
。

平
田
：『
武
蔵
野
』
に
引
用
さ
れ
て
る
の
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と

ト
ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
ふ
た
つ
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
原
詩
を
読

ん
で
ま
す
が
、
ト
ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
ほ
う
は
二
葉
亭
四
迷
の
翻

訳
か
ら
で
す
。「
自
分
」
と
称
す
る
語
り
手
の
目
に
映
る
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
、
彼
の
身
体
の
移
動
と
と
も
に
動
く
カ
メ
ラ
で

撮
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
部
分
を
引
き
写
し
に
し
て
い
ま

す
。
亀
井
秀
雄
さ
ん
は
『
明
治
文
学
史
』
で
、『
武
蔵
野
』
の

自
然
描
写
を
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
に
作
ら
れ
た
表
現
だ
と
指

摘
し
て
ま
す
け
ど
、
そ
れ
は
言
語
や
文
学
の
枠
を
越
え
た
引
用

の
織
物
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

三
宅
：
一
九
世
紀
末
の
八
〇
年
代
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
「
人

類
学
的
」
思
考
、
当
時
は
ど
う
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な

い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
も
う
あ
る
程
度
成
立
し
て
い
る
ん
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で
し
ょ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
に
つ
い

て
僕
は
何
も
知
ら
な
い
し
、
彼
女
自
身
の
出
自
の
問
題
も
あ
る

ん
で
し
ょ
う
が
、
く
だ
ん
の
テ
ク
ス
ト
は
単
純
な
旅
行
記
と

言
っ
た
も
の
と
は
違
う
の
で
は
な
い
の
？

米
井
：
結
構
奥
地
の
奥
地
に
踏
み
入
っ
て
い
っ
て
と
い
う
感
じ

の
も
の
で
す
ね
。

平
田
：
蝦
夷
地
に
ま
で
行
っ
て
る
の
は
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
関

心
か
ら
で
、
バ
ー
ド
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
日
本
旅
行
記
が
ア

イ
ヌ
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
人
類
の
系
統
論
と
か
人
種
論
が
背
景
に
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

三
宅
：
前
提
に
人
類
学
や
民
族
学
の
基
本
的
な
認
識
が
あ
る
ん

で
す
か
ね
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
問
題
は
も
っ
と
明
快
で
、
西

欧
の
人
間
た
ち
が
い
わ
ゆ
る
「
未
開
社
会
」
に
出
か
け
て
、
報

告
書
や
記
録
文
を
残
す
。
が
同
時
に
ま
た
、「
未
開
社
会
」
と

い
う
異
文
化
に
侵
入
し
、
そ
こ
で
何
か
を
「
見
る
」
こ
と
そ
れ

自
体
が
い
か
に
制
度
的
・
政
治
的
な
も
の
か
っ
て
い
う
自
覚
も

強
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
。
そ
う
い
う
視
線
の
問
題
が
、
イ

ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
生
き
た
時
代
に
す
で
に
は
っ
き
り
意
識
さ

れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
も
う
少
し
の
ど
か

0

0

0

な
の
か
、
僕
に

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
そ
の
へ
ん
は
ど
う
な
ん
で
す
？

平
田
：
バ
ー
ド
が
一
八
九
二
年
に
王
立
地
理
学
会
の
最
初
の
女

性
会
員
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
んRoyal�Society

と
植
民
地
主
義
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。
日
本
で
も
、

一
九
世
紀
の
終
わ
り
近
く
に
な
る
と
、
東
京
帝
国
大
学
医
学
部

教
授
の
小
金
井
良
精
が
ア
イ
ヌ
の
頭
蓋
骨
を
せ
っ
せ
と
集
め
て

ま
す
よ
。

三
宅
：
要
す
る
に
文
化
人
類
学
で
あ
れ
、
民
族
学
で
あ
れ
、
基

本
的
に
は
植
民
地
主
義
・
帝
国
主
義
の
産
物
な
わ
け
で
す
よ
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
い
っ
て
、
植
民

地
経
営
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
知
識
と
い
う
形

で
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
民
族
学
、
文
化
人
類
学
、
社
会
人

類
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
ん
な
る
異
国
趣
味
に

浸
っ
て
る
だ
け
の
旅
行
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
視
線
の
背
後
に
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植
民
地
経
営
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
設
定
が
、
本
人
の
意

識
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
、
ひ
と
つ
ポ
イ
ン
ト
で
し
ょ
。
反
対
に
、
彼
ら
／
彼
女

ら
が
異
文
化
社
会
の
な
か
に
入
っ
て
原
住
民
の
生
活
を
観
察
す

る
だ
け
で
な
く
、
原
住
民
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に

は
支
配
者=

収
奪
者
に
あ
ら
が
う
原
住
民
た
ち
の
政
治
的
視

線
が
つ
ね
に
と
も
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い

う
も
の
を
こ
の
旅
行
記
の
研
究
に
よ
っ
て
分
析
的
に
す
く
い
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

玉
井
：
特
別
学
者
と
か
専
門
家
で
は
な
い
、
不
思
議
な
人
で
す

よ
ね
。
な
ぜ
日
本
の
奥
地
に
き
た
の
か
、
何
か
に
導
か
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
非
専
門
家
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
女
が
日
本

の
風
景
、
人
々
を
見
た
視
線
は
無
自
覚
な
ま
ま
で
あ
っ
て
も
自

分
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
な
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
り
の

考
え
方
、
見
方
や
、
そ
う
い
う
背
景
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
は
で
き
ま
す
ね
。
て
い
ね
い
に
彼
女
の

書
い
た
文
章
を
読
ん
で
分
析
し
て
か
ら
検
証
し
て
い
け
ば
お
も

し
ろ
い
。

　

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
に
も
同
じ
よ
う
な
面
が
あ
っ
て
、

ハ
ー
ン
は
バ
ー
ド
に
は
厳
し
く
、
批
判
的
な
ん
で
す
よ
。
ハ
ー

ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
バ
ー
ド
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
背
中
に
背
負
っ

た
見
方
、
傲
慢
な
見
方
を
し
て
い
る
と
い
う
。
ハ
ー
ン
は
そ
う

で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
倉
君
自
身
に
確
か

め
て
も
ら
っ
た
方
が
い
い
し
、
大
切
な
事
で
す
ね
。
そ
う
い
う

明
治
の
初
期
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
外
国
人
と
か
、
異
郷
と
し

て
の
日
本
に
え
も
言
わ
れ
ぬ
魅
力
を
感
じ
て
来
日
し
た
文
学
者

は
多
い
で
す
よ
ね
。
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
も
そ
う
で
す
。
外
交
官

で
も
あ
っ
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ー
の
資
料
も
あ
り
ま
す
ね
。

膨
大
な
量
だ
が
、
徹
底
的
に
や
る
と
お
も
し
ろ
い
し
、
宝
も
の

が
埋
ま
っ
て
い
る
分
野
で
は
あ
り
ま
す
。

平
田
：
も
う
ひ
と
つ
、
大
倉
君
の
バ
ー
ド
へ
の
関
心
は
旅
行
記

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
読
み
解
く
と
い
う
の
が
出
発
点
に
あ
っ
て
、

植
民
地
主
義
的
な
視
線
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
が
ど
う
か
ら
み
あ
っ

て
る
の
か
と
い
う
、
け
っ
こ
う
な
難
問
を
設
定
し
て
る
ん
で
す
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よ
。

玉
井
：
難
し
い
で
す
ね
。
日
本
の
女
性
が
裸
で
い
る
姿
も
描
い

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
バ
ー
ド
は
か
な
り
軽
蔑
的
に
見
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
一
昔
前
の
日
本
の
風
景
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
。

４
．
言
語
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
漫
画
、
映
像
テ
ク
ス
ト
と
し
て

　
　

の
漫
画

平
田
：
最
後
は
高
屋
大
拙
君
で
す
ね
。

米
井
：
彼
は
漫
画
の
翻
訳
を
や
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
彼
は
好
奇
心
の
旺
盛
な
人
な
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
で
発
表
し
ま
く
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
間
メ
ー
ル
を
よ

こ
し
て
「
夏
休
み
に
何
も
し
な
い
の
は
あ
れ
な
の
で
、
こ
う
い

う
研
究
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
っ
て
い
う
よ
う
に
書
い
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
』
の
中
で
削
除

さ
れ
た
何
篇
か
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
単
行
本
で
削
除
さ
れ
た
も

の
も
あ
れ
ば
大
全
集
版
、
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
で
削
除
さ
れ
た
も

の
も
あ
れ
ば
、
単
行
本
で
第
十
七
版
ま
で
の
っ
て
い
た
の
に
ク

レ
ー
ム
が
つ
い
て
次
の
版
か
ら
載
っ
て
い
な
い
と
か
い
ろ
い
ろ

あ
る
そ
う
で
す
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
差
別
の
問
題
が
お
そ
ら

く
絡
ん
で
い
る
と
思
う
と
。

平
田
：
マ
ン
ガ
の
書
誌
学
ね
。
マ
ン
ガ
の
中
の
「
音
声
」
に
は
、

吹
き
出
し
の
中
に
収
め
ら
れ
た
セ
リ
フ
と
は
別
に
、
吹
き
出
し

か
ら
は
み
で
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
翻
訳
さ

れ
て
る
か
を
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
考
察
し
た
の
が
卒
論
。
で
、
修

論
で
は
そ
れ
を
フ
ォ
ン
ト
と
か
、
文
字
の
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
に

ま
で
拡
張
し
て
マ
ン
ガ
翻
訳
の
全
体
像
を
捉
え
た
い
と
い
う
こ

と
の
よ
う
で
す
が
。

米
井
：
僕
が
彼
に
要
求
し
て
い
る
の
は
、
バ
ン
ド
・
デ
シ
ネ
（
フ

ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
マ
ン
ガ
）
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題

と
比
較
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

平
田
：
高
屋
君
が
研
究
計
画
書
に
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
て
る

T
he�language�of�Com

ics

と
い
う
論
文
集
に
、
フ
ラ
ン
ス
の

マ
ン
ガ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
扱
っ
た
論
文
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
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主
ゼ
ミ
で
読
ん
だ
ん
で
す
け
ど
、
そ
ん
な
に
た
い
し
た
こ
と

言
っ
て
な
い
ね
と
い
う
結
論
が
出
ま
し
た
。
む
し
ろ
高
屋
君
の

卒
論
の
ほ
う
が
完
成
度
が
高
い
っ
て
い
う
感
じ
が
す
る
。
で
も

研
究
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
と
、
逆
に
翻
訳
研
究
と
し
て

の
理
論
的
な
枠
組
み
作
り
も
含
め
て
、
全
部
自
前
で
や
っ
て
い

か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
大
変
さ
と
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

米
井
：
最
初
は
マ
ン
ガ
の
翻
訳
の
研
究
し
た
い
っ
て
、
漠
然
と

ね
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
き
る
し
ね
。
で
、
何
や
る
の
っ
て
言
っ
た

ら
、
ま
だ
決
め
て
ま
せ
ん
っ
て
。
で
、
色
々
と
や
っ
て
い
る
う

ち
に
、
日
本
文
化
と
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る

差
に
つ
い
て
や
っ
て
も
、
多
分
あ
ん
ま
り
お
も
し
ろ
く
な
い
の

で
、
じ
ゃ
あ
も
っ
と
他
の
こ
と
や
っ
て
ご
ら
ん
っ
て
言
っ
て
。

「
線
」
の
問
題
と
か
、
フ
レ
ー
ム
の
問
題
と
か
。
一
点
集
約
す

る
た
め
に
ば
ー
っ
と
放
射
線
状
を
書
き
込
ん
だ
り
す
る
場
合
が

あ
る
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
が
翻
訳
の
時
に
ポ
コ
ッ
と
抜
け
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
上
に
絵
を
載
せ
て
し
ま
う

か
ら
。

玉
井
：
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
で
す
か
？　

吹
き
出
し
が
大
き
く
な

り
す
ぎ
て
絵
が
隠
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
よ
う
な
？

米
井
：
そ
う
そ
う
、
吹
き
出
し
の
細
い
文
字
だ
っ
た
や
つ
が
こ

ん
な
太
い
文
字
に
な
っ
て
ポ
ン
と
で
た
り
す
る
と
、
元
々
あ
っ

た
注
目
さ
せ
る
た
め
の
符
が
潰
れ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ

う
い
っ
た
問
題
と
か
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
の
方

が
お
も
し
ろ
い
は
ず
だ
か
ら
、
そ
っ
ち
を
や
れ
ー
っ
て
言
う
ふ

う
に
な
っ
た
。

平
田
：
研
究
の
対
象
と
し
て
お
も
し
ろ
い
よ
ね
。
さ
っ
き
の
風

景
論
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
国
語
で
な
さ
れ
た
風
景
の
描

写
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
景
色
の
切
り
取
ら
れ
方

が
違
っ
て
く
る
と
い
う
の
と
、
問
題
設
定
と
し
て
は
重
な
る
も

の
が
あ
る
。

米
井
：
聖
書
の
翻
訳
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
と
同
じ
で
ね
。『
ド

ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
研
究
は
す
ご
く
お
も

し
ろ
い
ん
で
す
よ
。も
と
も
と
孫
悟
空
で
し
ょ
、ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
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ル
っ
て
。
波
乱
万
丈
な
物
語
に
な
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

そ
れ
を
当
初
は
絵
を
反
転
さ
せ
て
、
横
書
き
の
本
と
し
て
右
側

か
ら
左
側
へ
め
く
っ
て
読
め
る
よ
う
に
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
途

中
か
ら
ち
ゃ
ん
と
日
本
風
に
読
め
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
時
期
が

あ
る
と
か
ね
。
あ
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
言
う
と
、
ち
っ
ち
ゃ
い

コ
マ
が
あ
っ
て
、
何
人
か
が
集
ま
っ
て
い
る
場
面
に
「
わ
い
わ

い
」
っ
て
書
い
て
あ
る
。
訳
せ
な
い
の
、
そ
の
「
ワ
イ
ワ
イ
」

と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
。
訳
せ
な
い
か
ら
文
字

だ
け
カ
ッ
ト
し
て
シ
ー
ン
と
し
て
い
る
と
い
う
、
全
然
逆
の
場

面
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

三
宅
：
最
近
の
若
い
ひ
と
は
あ
ま
り
話
題
に
し
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
マ
ン
ガ
が
世
界
的
に
な
る
た
め
の
重
要

な
段
階
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
劇
画
」
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し

た
よ
ね
。
大
量
に
流
通
し
だ
す
の
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
な
ん

だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
端
緒
は
一
九
五
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る

貸
本
文
化
の
な
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
、
そ
の
、
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
貸
本
文
化
か
ら
出
て

き
た
マ
ン
ガ
家=

劇
画
作
家
の
な
か
に
、
さ
い
と
う
た
か
を

0

0

0

0

0

0

0

や
水
島
新
司
な
ん
か
と
並
ん
で
、
佐
藤
ま
さ
あ
き

0

0

0

0

っ
て
の
が
い

た
ん
で
す
よ
。
佐
藤
ま
さ
あ
き

0

0

0

0

は
貸
本
用
の
単
行
本
を
足
場
に

し
て
、
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
と
い
う
か
ア
ク
シ
ョ
ン
も
の
と
い
う

か
、
パ
ル
プ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
風
の
劇
画
を
描
い
て
た
ん
で
す

が
、そ
の
際
に
も
っ
と
も
工
夫
し
た
の
が
コ
マ
割
り（
デ
ク
パ
ー

ジ
ュ
）
で
あ
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
流
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
が
随
分
参

考
に
な
っ
た
と
明
言
し
て
い
る
の
を
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
マ
ン
ガ
で
も
ア
メ
リ
カ
ン
・

コ
ミ
ッ
ク
で
も
、
コ
マ
割
り
の
な
か
に
映
画
的
構
成
が
（
少
な

く
と
も
自
覚
的
な
形
で
）
入
っ
て
い
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
だ
か
ら
き
わ
め
て
単
純
化

し
て
言
う
と
、
映
画
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
＝
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を

導
入
し
た
と
い
う
こ
と
が
劇
画
の
も
つ
歴
史
的
意
義
の
ひ
と
つ

で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
映
画
的
な
も
の
を
組
み
込
ん
だ
っ
て

こ
と
が
、
最
終
的
に
は
日
本
マ
ン
ガ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
し
た
最
大
の
要
因
で
は
な
い
の
か
と
。
こ
れ
を
ま
ず
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押
さ
え
と
か
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

米
井
：
映
画
の
ほ
う
が
よ
り
普
遍
的
な
言
語
で
あ
る
と
？

三
宅
：
い
や
、
そ
こ
ま
で
言
う
必
要
は
な
く
て
。
た
だ
、
そ
の
、

今
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
回
ア
ニ
メ
の
問
題

に
な
る
わ
け
で
し
ょ
？　

そ
こ
で
話
が
複
雑
に
な
る
っ
て
こ
と

で
す
よ
。
つ
ま
り
、
現
代
日
本
の
ア
ニ
メ
っ
て
い
う
の
が
そ
も

そ
も
ど
う
い
う
も
の
か
っ
て
い
う
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
。
実
際

に
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
で
あ
れ
、「
瀬
尾
漫
画
」
で
あ
れ
、
ア
ニ
メ

の
伝
統
は
あ
っ
た
、
戦
前
か
ら
ね
。
だ
け
ど
、
な
ん
て
い
う
か
、

い
っ
た
ん
劇
画
を
迂
回
し
て
登
場
し
て
き
た
ア
ニ
メ
っ
て
の
は

そ
れ
と
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
い
う
気
が
す
る

の
。
つ
ま
り
映
画
の
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
＝
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
学
ん

だ
劇
画
と
、
そ
の
劇
画
に
よ
っ
て
新
た
な
進
化
を
遂
げ
た
日
本

マ
ン
ガ
が
、
ア
ニ
メ
と
い
う
形
で
も
う
一
度
フ
ィ
ル
ム
の
な
か

に
現
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
戦
前
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
の
よ
う

な
伝
統
的
ア
ニ
メ
に
対
し
て
何
か
大
き
な
切
断
面
を
も
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ⅳ
．
文
学
環
境
論
の
未
来

玉
井
：
結
局
こ
の
コ
ー
ス
で
は
修
士
論
文
に
代
替
す
る
も
の
と

し
て
翻
訳
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
概
ね
日
本
の
場
合
は
、
日
本
文

学
を
海
外
に
紹
介
す
る
の
は
手
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況

を
ち
ょ
っ
と
念
頭
に
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
ん
で
す
。
文

学･

文
化
の
海
外
へ
の
発
信
と
い
っ
た
場
合
、
ア
ニ
メ
は
そ
れ

を
難
な
く
や
っ
て
の
け
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
音
楽
も
や
っ
て
る

ん
で
す
よ
。
映
画
も
演
劇
も
結
構
そ
れ
を
や
っ
て
る
ん
で
す
。

一
番
遅
れ
て
い
る
の
が
文
学
で
し
ょ
う
。
ま
あ
言
語
芸
術
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
性
格
、
異
言
語
圏
へ
の
翻
訳
が
困
難
と
い

う
面
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
日
本
文
学
を
英
語
に
直
す
、
フ

ラ
ン
ス
語
や
他
言
語
に
直
す
と
い
う
の
は
実
際
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が･･････

。

　

も
っ
と
も
、
逆
に
向
こ
う
の
も
の
を
日
本
に
紹
介
す
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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石
割
：
英
米
文
学
の
翻
訳
の
世
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
柴
田
元

幸
先
生
を
、
今
年
度
の
集
中
講
義
講
師
に
招
い
て
、「
翻
訳
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
い
て
も
ら
う
の
も
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ

る
わ
け
で
す
ね
。

玉
井
：
そ
の
通
り
で
す
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
話
題
に
出
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
日
、
文
学
と
い
う
と
や
は

り
一
国
中
心
の
文
学
と
な
り
ま
す
よ
ね
。
英
文
学
と
か
フ
ラ
ン

ス
文
学
と
か
ド
イ
ツ
文
学
と
か
ね
。
と
こ
ろ
が
、
文
学
環
境
論

と
い
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
と
、
横
断
的
な
テ
ー
マ

設
定
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
環
境
、
ミ
リ
ュ
ー
（m

ilieu

）

と
い
う
と
、
英
語
に
も
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
、
同
種
の
言
葉
や
概

念
は
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
テ
ー

マ
を
設
定
し
た
と
き
に
、
い
ろ
ん
な
国
の
文
学
を
、
ま
た
ど
こ

の
国
の
文
学
で
あ
っ
て
も
い
い
か
ら
、
そ
の
テ
ー
マ
の
上
に
乗

せ
ら
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
僕
は
例
の
学
振
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
と
き
に
、
一
人
の
お
も
し
ろ
い
研
究
者
に

出
合
っ
た
。
そ
の
人
と
は
、
い
ま
だ
に
そ
の
と
き
の
ご
縁
で
交

流
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
旧
大
阪
外
大
に
タ
イ
文

学
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
を
出
ら
れ
た
阪
大
院
生
が
お
っ

て
、
彼
が
タ
イ
文
学
に
お
け
る
「
環
境
と
文
学
」
と
い
う
発
表

を
や
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
西
洋
文
学
や
日
本
文
学

を
取
り
巻
く
条
件
と
は
異
な
る
状
況
に
お
け
る
文
学
環
境
論
の

展
開
で
あ
る
だ
け
に
、
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
よ
。

文
学
の
も
つ
根
源
的
な
機
能
み
た
い
な
も
の
を
考
え
さ
せ
て
く

れ
ま
し
た
。

　

タ
イ
文
学
と
い
う
の
は
最
近
は
全
然
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
な

い
よ
う
で
す
。
昔
は
井
村
財
団
と
い
う
組
織
が
健
在
で
、
ど
ん

ど
ん
翻
訳
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
テ
ー
マ
の
設
定
の
仕
方
い

か
ん
に
よ
っ
て
は
、
個
別
に
国
民
文
学
的
に
研
究
さ
れ
て
い
た

文
学
を
他
の
文
学
と
横
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
文
学
環
境
論
が
こ
う
し
た
き
っ
か
け
に
な

れ
ば
い
い
な
あ
と
、
考
え
て
い
る
の
で
す
け
ど
ね
。

石
割
：
そ
れ
っ
て
比
較
文
学
と
ど
う
違
う
ん
で
す
か
。
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玉
井
：
比
較
文
学
と
い
う
の
は
い
く
つ
か
の
方
法
論
が
あ
り
ま

す
。
い
ま
念
頭
に
あ
る
の
は
二
つ
で
、
実
証
主
義
的
比
較
文
学

と
そ
う
で
な
い
比
較
文
学
で
す
。
し
か
し
比
較
文
学
の
世
界
で

は
、
い
ま
も
、
実
証
主
義
が
本
流
で
あ
っ
て
、
そ
の
縛
り
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
Ａ
と
い
う
作
家
と
Ｂ
と
い
う
作
家
が
い
た
ら
、

必
ず
交
流
関
係
が
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。

　

文
学
環
境
論
の
中
に
比
較
文
学
を
導
入
す
れ
ば
、
完
全
に
交

際
や
交
流
が
な
く
た
っ
て
、
環
境
と
い
う
も
の
に
対
す
る
ま
な

ざ
し
、
視
点
に
お
い
て
、
ま
る
っ
き
り
縁
の
な
い
二
つ
の
文
学

テ
ク
ス
ト
で
も
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
こ
と
と
が
で
き
る
と
、
僕
は
思

う
ん
で
す
。

平
田
：
接
触
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
で
す
も
ん
ね
。
全
く
交

流
が
な
く
て
も
同
時
多
発
的
に
物
事
が
起
き
る
こ
と
は
不
思
議

で
も
な
ん
で
も
な
い
。

玉
井
：
同
じ
よ
う
な
問
題
が
Ａ
と
い
う
世
界
で
起
こ
り
、
ま
た

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
Ｂ
と
い
う
世
界
で
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
い
う
視
点
、
そ
う
い
う
ま
な
ざ
し
が
文
学
環
境
論
で

は
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
思
っ
て
い
る
ん
だ

け
ど
ね
。
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
ア
ー
ル･

マ
イ
ナ
ー

（Earl�M
iner

）
先
生
の
『
比
較
詩
学
』（Com

parative�

Poetics,�1990�

）
を
読
ん
だ
影
響
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
割
：
お
も
し
ろ
い
比
較
文
学
論
で
す
ね
。

玉
井
：
だ
か
ら
先
ほ
ど
話
題
に
な
っ
た
国
木
田
独
歩
の
こ
と
だ

け
ど
、
従
来
の
比
較
文
学
で
は
、
国
木
田
独
歩
と
く
れ
ば
、
イ

ギ
リ
ス
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
議
論
に
な
り
ま
す
ね
。
読
ん
だ
形
跡
と
い
う
の
を
完
璧

に
調
べ
る
わ
け
で
す
、
徹
底
的
に
ね
。
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
ど
、
し
か
し
、
読
ま
な
く
た
っ
て
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

同
じ
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
発
想
を
も
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
文
学
の
ミ
ス
テ
リ
ー
な
ん
で
す
よ
。
同
じ

問
題
が
相
異
な
る
場
所
で
ぼ
う
ふ
ら
の
よ
う
に
ふ
っ
と
湧
い
て

く
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
同
じ
タ
イ
プ
の
作
品
が
別
の
世

界
で
生
ま
れ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
ん
で
す
。
僕
は
あ
る
と
思
っ

て
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
こ
そ
文
学
が
も
っ
て
い
る
お
も
し
ろ
い
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と
こ
ろ
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
資
料
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
み

た
い
な
も
の
に
向
か
わ
な
く
て
も
、
文
学
の
問
題
に
柔
軟
に
対

応
で
き
る
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

　

し
か
し
証
拠
と
い
う
の
は
な
か
な
か
大
変
な
問
題
を
抱
え
て

い
ま
す
ね
。
何
を
も
っ
て
資
料
と
か
証
拠
と
い
え
る
の
か
、
難

し
い
で
す
ね
。

石
割
：
資
料
や
証
拠
の
縛
り
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
研
究
の

枠
組
み
や
方
法
の
縛
り
で
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
文
学
環
境

論
て
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
縛
り
か
ら
自
由
に
な
れ
る
場
で
あ

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

玉
井
：
文
学
環
境
論
の
未
来
は
明
る
い
と
い
う
こ
と
ね
。
さ
ら

に
文
化
動
態
論
は
、
そ
う
い
う
、
従
来
の
縛
り
か
ら
自
由
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
共
有
し
て
い
る
講
座
が
四
つ
集
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

三
宅
：
た
だ
、
い
か
に
し
て
そ
の
四
つ
の
講
座
が
互
い
に
リ
ン

ク
す
る
の
か
、
と
い
う
ね
。
さ
っ
き
文
学
と
い
う
概
念
の
定
義

の
拡
げ
方
が
問
題
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
い
く
つ
か
は

ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
な
ら
ほ
と
ん
ど
抵
抗
な
く
つ
な
が
る
ん

で
す
が
。
あ
と
い
ろ
い
ろ
難
し
い
と
こ
ろ

0

0

0

が
あ
る
で
し
ょ
う
？

平
田
：
い
や
ま
、
言
語
あ
た
り
ま
で
は
カ
バ
ー
で
き
ま
す
よ
。

物
語
論
が
対
象
に
す
る
「
人
称
」
も
「
話
法
」
も
言
語
研
究
＝

文
法
論
な
く
し
て
で
き
る
か
っ
て
。

三
宅
：
共
生
文
明
論
は
？

石
割
：
そ
れ
も
歴
史
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
し
て
し
ま
え
ば

リ
ン
ク
可
能
で
し
ょ
う
。
歴
史
性
抜
き
の
テ
ク
ス
ト
研
究
な
ん

て
あ
り
え
な
い
ん
で
す
か
ら
。

米
井
：「
動
態
論
」
と
い
う
言
葉
が
好
き
な
ん
で
す
よ
。
他
の

と
こ
ろ
は
形
態
論
と
表
現
論
で
、
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
は
動
態

論
で
し
ょ
。
だ
か
ら
研
究
対
象
を
動
態
と
し
て
と
ら
え
る
と
い

う
と
こ
ろ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
全
面
に
だ
し
て
も
い
い
と
お
も
う
。

三
宅
：
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
の
学
生
に
は
よ
く
言
う
こ
と
な

ん
で
す
が
。
こ
う
い
う
落
し
話
で
す
。―

き
わ
め
て
単
純
な

メ
タ
フ
ァ
ー
で
語
ろ
う
。
教
師
は
ノ
ー
ド
（node

）
で
、
あ

な
た
が
た
学
生
は
リ
ン
ク
（link

）
だ
。
教
師
は
い
ろ
ん
な
と
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こ
ろ
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
仕
事
と
し
て
何
十
年
も
や
っ
て
き
て

る
か
ら
、
し
ょ
せ
ん
は
硬
直
し
た
人
間
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
動
態
論
と
い
う
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う
な
。
し
か
し

と
り
あ
え
ず
み
ん
な
、
そ
れ
な
り
の
蓄
積
、
抽
き
出
し
が
あ
る
。

抽
き
出
し
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
体
の
表
面
に
汎
用
性
に
富

ん
だ
い
く
つ
も
の
コ
ン
セ
ン
ト
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
愛
用
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
つ
ま
り
「
器

官
な
き
身
体
（corps�sans�organes
）」
と
。
体
中
が
穴
ぽ
こ

だ
ら
け
で
、
ど
こ
に
で
も
つ
な
が
る
コ
ン
セ
ン
ト
人
間
。
だ
か

ら
動
態
論
に
は
全
部
で
十
九
個
の
ノ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ノ
ー
ド
を
つ
な
ぐ
の
が
あ
な
た
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
適
当

に
つ
な
い
で
く
だ
さ
れ
ば
い
い
。
プ
ラ
グ
が
故
障
し
て
さ
え
い

な
け
れ
ば
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
動
態
論
の
可
能
性
は
あ
な
た
た

ち
の
う
ち
に
し
か
な
い―

と
。
最
後
は
無
責
任
な
ア
ジ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
終
わ
る
ん
で
す
が
。

平
田
：
今
、
文
学
環
境
論
の
学
生
を
含
め
て
、
米
井
さ
ん
が
箕

面
キ
ャ
ン
パ
ス
で
指
導
し
て
い
る
日
本
コ
ー
ス
の
学
生
や
、
動

態
論
以
外
の
専
攻
の
院
生
や
研
究
生
な
ん
か
が
参
加
し
て
、
一

〇
人
く
ら
い
の
自
主
ゼ
ミ
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
あ
れ
が

も
っ
と
外
側
に
、
キ
ャ
ン
パ
ス
や
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
越
え
て
横

に
つ
な
が
り
な
が
ら
広
が
っ
て
い
け
ば
い
い
な
っ
て
思
っ
て
い

る
ん
で
す
け
ど
ね
。

三
宅
：
別
に
講
座
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
、
テ
ー
マ
や
関
心
し
だ

い
で
、
横
断
的
・
縦
断
的
に
好
き
な
よ
う
に
拡
げ
て
い
け
ば
い

い
ん
で
す
よ
ね
。

平
田
：
教
師
を
含
め
て
、
硬
直
し
た
も
の
を
ぶ
っ
こ
わ
す
気
力

（
暴
力
？
）
と
か
、
専
門
の
カ
ベ
を
乗
り
越
え
て
い
く
体
力
と

か
、
院
生
た
ち
に
身
に
つ
け
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
力
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

三
宅
：
最
後
は
や
っ
ぱ
り
玉
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
た
よ
う
に
、

可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
可
能
性
は
学
生
諸
君
に
一
任
さ

れ
て
い
る
ん
だ
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
か
ね
。

玉
井
：
と
同
時
に
、
学
生
諸
君
だ
け
に
文
学
環
境
論
の
未
来
を

任
せ
て
お
け
な
い
!?
。
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ
は
、
ま
ず
み
ず
か
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ら
の
研
究
に
お
い
て
文
学
環
境
論
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ―

そ
う
、
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
ょ
う

か
。

（
座
談
会
開
催
日
時
：
平
成
二
〇
年
七
月
二
八
日
、
一
四
～
一

八
時
ま
で
。
於
「
待
兼
山
会
館
会
議
室
」）

（
付
記
。
本
座
談
会
の
録
音
テ
ー
プ
を
活
字
に
起
こ
す
の
を
担

当
し
て
く
れ
た
文
学
環
境
論
コ
ー
ス
の
四
名
の
院
生
、
大
倉
嶺

宏
、
高
屋
大
拙
、
蓮
井
美
里
、
水
田
博
子
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し

ま
す
。）

玉
井�　

暲
（
文
学
研
究
科
教
授
）　

米
井�

力
也
（
文
学
研
究
科
教
授
）　

平
田�

由
美
（
文
学
研
究
科
教
授
）　

石
割�

隆
喜
（
文
学
研
究
科
准
教
授
）

三
宅�

祥
雄
（
文
学
研
究
科
准
教
授
）
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SUMMARY

Zadankai: “Literature and Environment,” or Some “Environmental” 
Ways of Traversing “Literature”

Akira�TAMAI,�Rikiya�KOMEI,�Yumi�HIRATA
Takayoshi�ISHIWARI�and�Yoshio�MIYAKE

Starting�with�a�story�immediately�before�the�new�course’s�inception,�
when�focusing�on�the�relationship�between�literature�and�the�environment�
meant� reinvestigating� literature’s� “educational”� functions� or�how� this�
aesthetic�form�(“Eco-Literature”)�mediates�between�human�beings�and�the�
natural�world,� the� four�Literature�and�Environment�professors—TAMAI�
Akira,�KOMEI�Rikiya,�HIRATA�Yumi�and�ISHIWARI�Takayoshi�―and�an�
Arts�and�Media�professor�MIYAKE�Yoshio�discuss�the�need�to�extend�the�
meaning�of� the� term� “environment”� so� as� to� address� its�multi-faceted�
aspects:� “environment,”� they� all� agree,� is� not� only� natural� but� also�
linguistic,� cultural,� social�and�historical;�when� the�question�at� issue� is�a�
national� literature,� the� term�also�refers� to� the�other�national� literatures,�
namely� its� translatability.�This�multi-facetedness�of� “environment”� leads�
the� five�Cultural�Dynamics� professors� to� “converse”� freely� (or� even�
irresponsibly)�about�the�various�aspects�of�the�Literature�and�Environment�
course�itself.�During�the�course�of�this�“conversation,”�it�is�made�clear�that�
this�new�course,�designed� to� tackle� the�problem�of� literature�and� “its”�
environment,�has�within� its�scope�of� investigation�such�diverse�topics�as�
literature� and�culture,� the�historicity� or� “datedness”� of� literature,� the�
outside�of� literature,�and�narrative�and�identity.�Finally�at�the�conclusion�
of�this�zadankai,�they�propose�that�the�“protagonists”�of�the�Literature�and�
Environment�course�be�not�so�much�the�professors�as�the�students,�and�
that� for�this�purpose�their� “environment”�which� is� the�whole�Division�of�
Studies�on�Cultural�Dynamics�itself�be�kept�open�to�boundary�crossing.
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