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一
、
文
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て 

 

文
学
の
役
割
と
は
何
か
。 

 

「
ア
フ
リ
カ
で
子
ど
も
が
飢
え
て
い
る
と
き
文
学
に
何
が
で
き
る
か
」
と
問
う
た
の
は
サ
ル
ト
ル
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
の
前
提
は
、
文
学
が
対
象
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
「
飢
え
」
と
い
う
非
日
常
は
日
常
を

生
き
る
私
た
ち
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
先
の
問
い
か

け
を
契
機
と
し
て
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
文
学
は
ア
フ
リ
カ
で
子
供
が
飢
え
て
い
る
ま
さ
に
そ

の
現
実
を
私
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
か
ら
無
力
で
は
な
い
と
い
う
応
答
が
あ
っ
た
。 

 

ア
ラ
ブ
文
学
者
で
あ
る
岡
真
理
は
、
こ
の
答
え
を
に
わ
か
に
首
肯
し
が
た
い
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
例

外
的
状
況
で
は
人
々
の
生
き
る
生
の
内
実
が
文
学
作
品
と
し
て
結
晶
化
し
世
界
に
届
け
ら
れ
る
ま
で
に
は

時
間
的
な
距
離
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

現
に
占
領
下
の
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
に
暮
ら
す
作
家
の
リ
ヤ
ー
ナ
・
バ
ド
ル
は
「
人
は
つ
ね
に
作

家
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
は
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
語
り
、
ペ
ン
を
ヴ
ィ
デ
オ
・
カ
メ
ラ
に
持
ち
か
え
て
、
パ
レ
ス

チ
ナ
の
現
況
を
直
接
、
世
界
に
発
信
す
べ
く
映
像
作
家
に
転
身
し
て
い
る
。
「
今
、
こ
こ
」
の
現
実
を

世
界
に
知
ら
し
む
と
い
う
意
味
で
は
む
し
ろ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
生
き
の
び
る
こ

と
、
日
常
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
闘
い
と
同
義
で
あ
る
よ
う
な
生
を
強
い
ら
れ
る
「
今
、

こ
こ
」
の
過
酷
な
現
実
の
な
か
で
、
文
学
は
依
然
、
無
力
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

(

岡
真
理
『
棗
椰
子
の
木
陰
で
』
よ
り
「
棗
椰
子
の
木
陰
の
文
学
」p.8-9) 

  

岡
は
こ
こ
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
一
点
の
注
意
を
付
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
描
出
す
る
例
外
的
状

況
は
、
個
別
性
を
剥
奪
さ
れ
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
瓦
礫
の
山
の

傍
ら
で
泣
き
叫
ぶ
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
た
伝
統
衣
装
の
女
性
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
家
屋
破
壊
と
い
う

出
来
事
を
伝
え
る
が
、
こ
こ
で
は
「
瓦
礫
」
が
「
破
壊
さ
れ
た
家
」
を
、「
ス
カ
ー
フ
と
伝
統
衣
装
」
が
「
パ

レ
ス
チ
ナ
」
を
表
す
記
号
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
記
号
で
あ
る
が
故
に
瓦
礫
が
ど
の
家
で
あ
る
か
、
女

性
が
誰
で
あ
る
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
映
像
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
陳
腐

化
さ
れ
無
化
さ
れ
た
出
来
事
だ
。 

  
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
戦
争
と
い
っ
た
問
題
が
起
き
て
の
ち
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
生
起
す
る

社
会
に
つ
い
て
伝
え
る
。
だ
が
、
大
切
な
の
は
、
そ
う
し
た
出
来
事
す
べ
て
に
先
立
っ
て
、
人
々
が

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
生
を
営
ん
で
き
た
か
、
何
を
愛
し
、
何
を
慈
し
み
、
何
を
大
切
に
し
て
生
き

て
き
た
か
、
そ
う
し
た
生
の
具
体
的
な
細
部
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
私
た

ち
は
、
戦
争
や
占
領
が
彼
、
彼
女
ら
か
ら
い
っ
た
い
何
を
奪
い
、
何
を
破
壊
し
た
の
か
を
真
に
知
る

こ
と
も
で
き
な
い
。 

(

同
右
、p.12-13) 
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そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
彼
彼
女
ら
の
生
の
具
体
的
細
部
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
唱
え
ら
れ
る
「
反
戦
」
や
「
平

和
」
は
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
正
し
く
て
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
抽
象
的
な
御
題
目
に
留
ま
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
忠
告
す
る
。 

と
ど
の
つ
ま
り
、
冒
頭
の
サ
ル
ト
ル
の
問
い
に
対
す
る
岡
の
答
え
は
、
私
た
ち
が
例
外
的
な
状
況
を
見

る
と
き
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
を
防
ぎ
、
具
体
的
な
生
の
細
部
に
共
感
す
る
こ
と
で
、「
反
戦
」
や
「
平
和
」

と
い
う
御
題
目
を
具
体
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
論
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
文
学
の
役
割
を
考
え
る
な
ら
ば
、
岡
の
論
理
は
正
し
い
だ

ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
の
問
い
か
け
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
も
し
く
は
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ

ス
ム
は
、
た
と
え
ば
第
三
世
界
の
人
々
を
私
た
ち
が
異
質
な
他
者
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る
。
異
質
な
他
者
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
の
み
取
り
扱
わ
れ
、
異
質
な
他
者
と
し
て

記
号
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
彼
女
ら
は
い
つ
ま
で
も
私
た
ち
に
と
っ
て
異
質
な
他
者
の
ま
ま
、
再
生
産
さ

れ
て
し
ま
う
。 

た
だ
、
岡
の
論
を
私
が
い
ま
ひ
と
つ
首
肯
し
が
た
い
の
は
、
岡
が
文
学
に
対
し
て
無
垢
な
信
頼
を
寄
せ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
葉
が
私
た
ち
と
他
者
、
さ
ら
に
言
え
ば
我
と
汝
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
ど

こ
ま
で
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
抜
け
落
ち
た
ま
ま
、
言
葉
や
そ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
文
学
が
現

実
の
具
体
的
な
細
部
を
描
き
出
し
、
そ
れ
に
私
た
ち
が
人
間
的
想
像
力
を
も
っ
て
共
感
す
る
こ
と
で
き
る

と
い
う
暗
黙
の
了
解
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
た
と
え
ば
サ
バ
ル
タ
ン
と
い
う
存
在
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
権
力
構
造
の
中
で
外
部
か
ら
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
サ
バ
ル
タ
ン
に
つ
い
て
、
彼
彼
女
ら
が
語
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
を
た
て
た
の
は
ガ
ヤ
ト
リ
・C

・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
で
あ
る
。 

 

こ
の
奇
妙
な
こ
と
に
も
否
認
の
言
葉
に
よ
っ
て
〔
知
識
人
の
〕
透
明
性
の
な
か
に
い
っ
し
ょ
に
縫
い

こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
主
体
／
主
体
は
、
労
働
の
国
際
的
分
業
の
搾
取
者
の
側
に
属
し
て
い
る
。

現
代
の
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
た
ち
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
者
の
名
指
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
体
の
う

ち
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
権
力
と
欲
望
が
や
ど
っ
て
い
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。 

 
 

(

ガ
ヤ
ト
リ
・C

・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
』p. 28) 

 

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
フ
ラ
ン
ス
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
重
要
な
役
割
の
二
点
目
と
し
て

あ
げ
ら
れ
た
、
知
識
人
が
社
会
の
他
者
の
言
説
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
つ
ま
り

外
部
か
ら
の
規
定
を
免
れ
な
い
サ
バ
ル
タ
ン
の
存
在
を
私
た
ち
が
想
像
す
る
こ
と
は
本
源
的
に
は
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
示
唆
で
あ
る
。 

 二
、
石
原
吉
郎
の
戦
後
体
験 

 

こ
こ
で
、
日
本
に
お
け
る
サ
バ
ル
タ
ン
的
な
存
在
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
人
物
に
つ
い
て
、
考
察
し
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て
み
た
い
。
戦
後
八
年
の
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
を
経
験
し
た
後
、
ス
タ
ー
リ
ン
特
赦
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
詩
人

石
原
吉
郎
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
、
殊
に
朝
鮮
特
需
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
石
原
を
は
じ
め
と
し
た
抑
留
経

験
者
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。 

  
 

日
本
に
帰
っ
て
き
た
直
後
は
、
た
く
さ
ん
の
も
の
が
自
分
の
内
部
に
う
っ
積
し
て
、
凝
縮
し
た
状

態
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
散
文
的
な
形
、
あ
る
い
は
日
常
の
こ
と
ば
の
次
元
で
と
き
放
つ
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
実
際
に
人
に
話
し
て
み
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
け
れ

ど
、
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
が
別
の
切
迫
し
た
こ
と
ば
の
次
元
、
詩
と
い

う
形
式
を
選
ば
せ
た
と
い
う
こ
と
に
、
強
い
て
説
明
す
れ
ば
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

(

石
原
吉
郎
『
望
郷
と
海
』
よ
り
「
沈
黙
す
る
た
め
の
言
葉
」p.129) 

  
 

 

そ
ん
な
な
か
、
戦
後
体
験
は
戦
後
復
興
と
い
う
国
民
的
な
物
語
に
矛
盾
し
な
い
限
り
に
お
い
て
受

け
入
れ
ら
れ
、
顕
彰
さ
れ
た
。
し
か
し
、
文
字
通
り
戦
争
の
傷
口
を
癒
や
し
つ
つ
あ
っ
た
戦
後
日
本

に
と
っ
て
、
石
原
ら
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
帰
還
者
た
ち
が
持
ち
帰
っ
た
体
験
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
、

傷
を
再
び
悪
化
さ
せ
か
ね
な
い
不
都
合
な
真
実
で
し
か
な
か
っ
た
。 

 
 

(

五
十
嵐
惠
邦
『
敗
戦
と
戦
後
の
あ
い
だ
で
』p.127-128) 

 

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
そ
う
し
た
例
外
的
な
体
験
者
の
記
憶
と
い
う
の
は
、
「
荒
廃
か
ら
復
興
へ
」
と
い

う
国
民
的
物
語
の
前
で
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
っ
た
。
数
と
い
う
圧
倒
的
な
権
力
と
対
面
し
て
、
シ
ベ
リ

ヤ
抑
留
体
験
は
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
な
い
ま
ま
、
少
な
く
と
も
人
間
的
想
像
力
に
よ
っ

て
共
感
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

石
原
を
詩
文
学
へ
と
導
い
た
の
は
こ
う
し
た
孤
独
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
、
同
時
に
眼
前
に
広
が

る
進
歩
へ
の
志
向
で
は
な
く
、
シ
ベ
リ
ヤ
と
い
う
人
間
的
な
根
源
を
問
わ
れ
続
け
た
位
置
へ
と
、
石
原
を

導
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

 

し
ず
か
な
肩
に
は 

声
だ
け
が
な
ら
ぶ
の
で
な
い 

声
よ
り
近
く 

敵
が
な
ら
ぶ
の
だ 

勇
敢
な
男
た
ち
が
目
指
す
位
置
は 

そ
の
右
で
も 

お
そ
ら
く 

そ
の
ひ
だ
り
で
も
な
い 

無
防
備
の
空
が
つ
い
に
撓
み 

正
午
の
弓
と
な
る
位
置
で 

君
は
呼
吸
し 

か
つ
挨
拶
せ
よ 
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君
の
位
置
か
ら
の 

そ
れ
が 

最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢
で
あ
る 

(

石
原
吉
郎
『
サ
ン
チ
ョ
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
よ
り
「
位
置
」
、
『
現
代
詩
文
庫26 

石
原
吉
郎
』p.10) 

 

石
原
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
詩
「
位
置
」
で
あ
る
。
こ
こ
に

登
場
す
る
「
敵
」
と
い
う
発
想
は
、
石
原
が
収
容
所
で
出
会
っ
た
鹿
野
武
一
の
発
言
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
。
鹿
野
は
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
容
疑
で
取
調
べ
を
受
け
、
い
っ
こ
う
に
態
度
を
曲
げ
な
い
鹿
野
に
取
調
官
が

根
負
け
し
て
放
っ
た
「
人
間
的
に
話
そ
う
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。 

  

鹿
野
は
こ
れ
に
た
い
し
て
「
も
し
も
あ
な
た
が
人
間
で
あ
る
な
ら
、
私
は
人
間
で
は
な
い
。
も
し
私

が
人
間
で
あ
る
な
ら
、
あ
な
た
は
人
間
で
は
な
い
。
」
と
答
え
て
い
る
。 

(

『
望
郷
と
海
』
よ
り
「
ペ
シ
ミ
ス
ト
の
勇
気
に
つ
い
て
」p.27-28) 

 

以
上
を
う
け
て
詩
人
の
笹
原
常
与
は
、
石
原
が
シ
ベ
リ
ヤ
に
求
め
て
い
る
も
の
を
、
人
間
が
私
と
他
者

と
に
分
断
さ
れ
る
前
の
姿
で
あ
る
と
す
る
。(

『
現
代
詩
文
庫26

 
石
原
吉
郎
』「
石
原
吉
郎
書
附
け
」)

先

ほ
ど
引
用
し
た
詩
「
位
置
」
に
お
け
る
「
声
だ
け
の
な
ら
ぶ
し
ず
か
な
肩
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
点
に
お

い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
し
ず
か
な
肩
」
を
分
断
す
る
の
は
「
無
防
備
の
空
が
つ
い
に

撓
み
／
正
午
の
弓
と
な
る
位
置
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
に
あ
っ
て
は
共
感
と
い
う
営
み
の
俎
上
に
あ
げ

ら
れ
て
ど
れ
だ
け
の
言
葉
を
尽
く
さ
れ
よ
う
と
、
シ
ベ
リ
ヤ
を
経
験
し
た
石
原
の
姿
は
つ
い
に
は
正
確
に

語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

「
勇
敢
な
男
た
ち
が
目
指
す
位
置
」
、
「
そ
の
右
で
も 

お
そ
ら
く
／
そ
の
ひ
だ
り
で
も
な
い
」
ほ
ど
正

確
に
語
ら
れ
る
そ
の
位
置
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
な
の
か
。
石
原
が
志
向
し
た
「
位
置
」
は
、
ま
さ
し
く
シ

ベ
リ
ヤ
抑
留
と
い
う
経
験
が
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
に
語
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
、
つ
ま
り
は
シ
ベ
リ
ヤ
と

い
う
過
去
で
あ
り
、
人
間
が
人
間
に
分
か
れ
て
し
ま
う
前
の
、
対
峙
を
要
し
な
い
共
同
性
で
あ
る
。
石
原

の
詩
は
し
ば
し
ば
難
解
と
さ
れ
、
彼
自
身
「
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
終
局
的
に
か
く
し
ぬ
こ
う
と
す
る

も
の
、
そ
れ
が
本
当
は
詩
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
も
の
で
は
な
い
か
。
」(

同
右
「
沈
黙
す
る
た
め
の
言
葉
」

p.132)

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
が
詩
に
よ
っ
て
し
た
た
か
に
か
く
し
ぬ
こ
う
と
し
た
も
の
こ
そ
、
彼
が
シ

ベ
リ
ヤ
に
お
い
て
経
験
し
た
生
の
具
体
的
細
部
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
か
く
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
平
時
を
生
き
る
日
本
人
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
、

少
な
く
と
も
岡
の
言
う
よ
う
な
具
体
的
な
生
の
共
感
の
対
象
と
し
て
石
原
を
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
文
学
は
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
指
摘
通
り
権
力
構
造
と
恣
意
の
な
か
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
石
原
が
目
指
し
た
共
同
性
が
人
間
が
人
間
に
分
か
れ
る
前
で
あ
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
岡
が

想
定
す
る
共
感
、
そ
れ
は
異
質
な
他
者
を
私
た
ち
の
側
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
仮
に
文
学
が
私

た
ち
と
は
異
質
な
彼
彼
女
の
生
の
具
体
的
な
細
部
を
描
き
出
し
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
人
間
的
想
像
力
を
も

っ
て
共
感
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
彼
女
ら
の
実
感
を
私
た
ち
が
理
解
し
た
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こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
お
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
現
実
を
私
た
ち
は
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
。 

た
と
え
ば
先
の
鹿
野
武
一
の
例
が
あ
る
。
彼
が
取
調
べ
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
出
来
事
、
一
人
絶
食

を
し
、
誰
も
が
避
け
よ
う
と
す
る
苦
行
を
自
ら
進
ん
で
引
き
受
け
に
行
っ
た
彼
の
一
見
お
か
し
な
行
為
の

理
由
で
あ
る
。 

  
 

メ
ー
デ
ー
前
日
の
四
月
三
十
日
、
鹿
野
は
、
他
の
日
本
人
受
刑
者
と
と
も
に
、
「
文
化
と
休
息
の
公

園
」
の
清
掃
と
補
修
作
業
に
か
り
出
さ
れ
た
。
た
ま
た
ま
通
り
合
わ
せ
た
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
市
長
の
令

嬢
が
こ
れ
を
見
て
ひ
ど
く
心
を
打
た
れ
、
す
ぐ
さ
ま
自
宅
か
ら
食
物
を
取
り
寄
せ
て
、
一
人
一
人
に

自
分
で
手
渡
し
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
鹿
野
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
鹿
野
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
で
、
人
間
の
す
こ
や
か
な
あ
た
た
か
さ
に
出
会
う
く
ら
い
お
そ
ろ
し
い
こ
と

は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
鹿
野
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
致
命
的
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
と
き
か
ら
鹿
野
は
、
ほ
と
ん
ど
生
き
る
意
志
を
喪
失
し
た
。 

 
(

同
右
、p.27) 

 
 

こ
こ
で
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
市
長
令
嬢
の
行
為
は
、
平
時
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
お
よ
そ

人
間
的
で
倫
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
彼
女
も
そ
の
よ
う
な
判
断
に
基
づ
い
て
、
少
な
く
と
も
受

刑
者
た
ち
を
痛
め
つ
け
る
よ
う
な
意
志
で
は
な
く
、
純
粋
な
慈
悲
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
を
行
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
結
果
と
し
て
鹿
野
は
傷
つ
き
、
生
き
る
意
志
さ
え
失
っ
た
の
で
あ
る
。
優
し
さ
が
一
人
の
人
間
を

殺
し
か
け
た
こ
と
は
決
し
て
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。 

 

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
の
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
話
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、
人
間
的
想
像
力
の
限
界

で
あ
る
。
私
た
ち
が
他
者
、
そ
れ
も
異
質
な
他
者
に
向
か
い
合
っ
た
と
き
、
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
言
葉
に
ど

れ
ほ
ど
の
恣
意
が
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
ち
ら
の
権
力
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
両
者
が
対
等
に
向
か
い
合

え
る
場
な
ら
そ
の
恣
意
も
意
思
疎
通
の
な
か
で
最
小
限
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
一
方
的
に
な

る
と
き
、
文
学
と
し
て
た
だ
読
ま
れ
る
だ
け
の
と
き
、
ど
こ
ま
で
も
肥
大
し
う
る
恣
意
を
止
め
る
も
の
は

つ
い
に
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。 

想
像
力
の
恐
ろ
し
さ
は
ま
さ
し
く
こ
こ
に
あ
る
。
岡
の
論
理
に
お
い
て
御
題
目
に
具
体
性
を
与
え
る
は

ず
の
想
像
力
は
、
私
た
ち
に
経
験
や
実
感
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
自
由
に
飛
躍
し
、
最
後
に
は
文
学

に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
た
対
象
す
ら
も
傷
つ
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
文
学
に
そ
の
皮
肉
の
よ
う

な
出
来
事
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 三
、
文
学
の
役
割
を
再
考
す
る 

 

で
は
言
葉
を
享
受
す
る
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
文
学
を
享
受
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
、
言
葉
へ
の
無
垢
な
信
頼
に
基
づ
い
て
、
描
か
れ
た
生
の
具
体
的
細
部

に
思
い
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
前
提
条
件
と
な
る
言
葉
と
文
学
の
本
源
的
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な
在
り
方
、
見
る
側
で
あ
る
私
た
ち
の
権
力
と
恣
意
が
絡
み
つ
い
た
そ
れ
ら
を
ど
こ
か
で
精
算
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。 

そ
れ
を
行
う
た
め
に
岡
と
石
原
に
共
通
す
る
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
岡
の
言
葉
を
借
り
て
言

え
ば
「
生
の
具
体
的
細
部
」
で
あ
る
。 

  
 

私
が
こ
の
話
を
聞
い
た
と
き
に
考
え
た
の
は
、
死
に
さ
い
し
て
、
最
後
に
い
か
ん
と
も
し
が
た
く

人
間
に
残
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
、
、
そ
の
死
の
瞬
間
ま
で
存
在
し
た
こ
と
を
、
誰
か
に
確
認
さ
せ
た
い
と

い
う
希
求
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
彼
が
結
局
は
彼
と
し
て

、
、
、
、
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
さ
せ
た

い
と
い
う
衝
動
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
(

同
右
よ
り
「
確
認
さ
れ
な
い
死
の
な
か
で
」p.3) 

 
 

「
こ
の
話
」
と
は
詩
人
嵯
峨
信
之
が
映
画
「
み
じ
か
く
も
美
し
く
燃
え
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
つ
い
て
、

心
中
を
決
意
し
た
男
女
が
最
後
に
出
会
っ
た
見
知
ら
ぬ
男
に
名
前
を
尋
ね
ら
れ
答
え
る
、
と
い
う
の
を
述

べ
た
こ
と
だ
。
岡
の
言
う
「
生
の
具
体
的
な
細
部
」
と
は
石
原
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
彼
が
彼
と
し
て
死
ん

だ
」
こ
と
、
裏
を
返
せ
ば
「
彼
が
死
ぬ
そ
の
瞬
間
ま
で
彼
と
し
て
生
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
死
に
際
し
て
他
者
か
ら
の
共
感
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人

生
の
最
期
の
瞬
間
に
他
者
か
ら
峻
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
名
は
単
な
る
峻
別
記
号

で
あ
っ
て
も
、
彼
の
具
体
的
な
生
を
他
者
が
確
認
す
る
手
段
、
彼
の
生
を
一
挙
に
負
っ
た
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。
思
う
に
、
文
学
が
役
割
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
点
は
、
お
お
よ
そ
こ
こ
よ
り
ほ
か
無
い
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
対
象
を
描
き
、
見
る
側
の
想
像
力
に
訴
え
か
け
る
の
で
は
な
く
、
見
る
側
に
対
象
の

存
在
を
確
認
さ
せ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
仮
に
共
感
の
対
象
と
し
て
語
ら
れ
る
と

し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
前
提
が
な
け
れ
ば
、
対
象
は
権
力
や
恣
意
の
構
造
の
な
か
で
私
た
ち
の
延
長
線
上

の
存
在
と
し
て
終
始
す
る
だ
ろ
う
。 

  
 

そ
こ
に
あ
る
も
の
は 

 
 

そ
こ
に
そ
う
し
て 

 
 

あ
る
も
の
だ 

見
ろ 

手
が
あ
る 

足
が
あ
る 

う
す
わ
ら
い
さ
え
し
て
い
る 

見
た
も
の
は 

見
た
と
い
え 

け
た
た
ま
し
く 

コ
ッ
プ
を
踏
み
つ
ぶ
し 

ド
ア
を
お
し
あ
け
て
は 
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足
ば
や
に
消
え
て
行
く 

無
数
の 

屈
辱
の
背
な
か
の
う
え
へ 

ぴ
っ
た
り
お
か
れ
た 

厚
い
手
の
ひ
ら 

ど
こ
へ
逃
げ
て
い
く
の
だ 

や
つ
ら
が
ひ
と
り
の
こ
ら
ず 

消
え
て
な
く
な
っ
て
も 

そ
こ
に
あ
る 

そ
こ
に
そ
う
し
て
あ
る 

罰
を
忘
れ
ら
れ
た
罪
人
の
よ
う
に 

見
ろ 

足
が
あ
る 

手
が
あ
る 

そ
う
し
て 

う
す
わ
ら
い
ま
で
し
て
い
る 

(

『
サ
ン
チ
ョ
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
よ
り
「
事
実
」
『
現
代
詩
文
庫26 
石
原
吉
郎
』p.12) 

  

こ
の
詩
は
そ
う
し
た
態
度
の
必
要
性
を
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
。
う
す
わ
ら
い
を
う
か
べ
た
気
味
の

悪
い
他
者
が
、
そ
の
ま
ま
の
他
者
で
あ
り
得
る
よ
う
な
態
度
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
事
実
は
「
ド
ア
を
お
し

あ
け
て
は
／
足
ば
や
に
消
え
て
行
く 

無
数
の
／
屈
辱
」
と
な
り
、
私
た
ち
の
認
知
の
埒
外
に
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
に
お
い
て
、
文
学
は
単
に
享
受
す
る
側
の
み
の
営
為
か
ら
飛
躍
す
る
。
名
を
呼
ぶ
と
い
う
確
認
の

行
為
は
、
異
質
な
他
者
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
が
、
一
方
で
サ
バ
ル
タ
ン
的
な
存
在
は
こ
こ
で
初
め
て
サ

バ
ル
タ
ン
と
し
て
立
ち
上
が
る
。
私
た
ち
の
権
力
が
ゆ
が
め
な
い
真
の
実
存
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
石
原
の
「
位
置
」
の
後
半
、「
君
は
呼
吸
し
／
か
つ
挨
拶
せ
よ
／
君
の
位
置
か
ら
の 

そ
れ
が

／
最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢
で
あ
る
」
と
は
こ
の
文
学
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
「
呼
吸
」
と
い
う
生
の
営
み
が

並
列
さ
れ
て
い
る
の
は
「
挨
拶
」
と
い
う
ひ
ど
く
儀
式
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、「
見
た
も
の
は
／
見
た
と

い
え
」
と
い
う
命
令
と
同
義
だ
。
そ
う
し
た
、
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
形
式
的
な
行
為
さ
え
存

在
し
な
い
の
が
、
少
な
く
と
も
彼
の
置
か
れ
た
時
代
的
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
ろ
う
。 

 

冒
頭
の
問
い
「
ア
フ
リ
カ
で
子
ど
も
が
飢
え
て
い
る
と
き
文
学
に
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対

す
る
一
つ
の
答
え
と
し
て
、
岡
は
「
描
出
さ
れ
る
他
者
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
を
防
ぐ
こ
と
」
を
挙
げ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
石
原
を
考
察
す
る
こ
と
で
見
え
た
答
え
は
「
異
質
な
他
者
を
そ
の
ま
ま
に
享
受
す
る
た

め
の
態
度
と
し
て
、
名
を
呼
び
、
確
認
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
例
外
的
な
日
常
を
描

く
と
き
に
の
み
言
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
者
が
他
者
と
し
て
生
き
る
か
ぎ
り
、
日
常
は

誰
に
お
い
て
も
唯
一
の
例
外
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
文
学
の
役
割
と
は
」
と
い
う
問
い
が
考
え
ら
れ
な
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く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
他
者
を
他
者
の
ま
ま
描
き
出
し
享
受
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
お

い
て
、
言
葉
を
言
葉
の
ま
ま
、
他
者
を
他
者
の
ま
ま
享
受
す
る
た
め
の
態
度
が
、
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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