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《
特
集

文
学
と
教
育
》

は
じ
め
に

円
地
文
子
「
あ
く
た
川
」（
「
伊
勢
物
語

―
歌
の
ふ
る
さ
と

―
」
中
の
冒
頭

の
一
編
）

は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段

(1)

「
芥
河
」

に
重
心
を
置
き
、
第
五
段
「
関
守
」
と
第
六
十
五
段
「
在
原

(2)

な
り
け
る
男
」
を
も
取
り
込
み

、
「
二
条
の
后
」
と
「
在
原
の
姓
を
た

あ
り
わ
ら

(3)

ま
わ
っ
て
、
公
に
仕
え
る
男
」
の
悲
恋
の
一
物
語
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た

作
品
で
あ
る

。
現
代
の
立
場
か
ら
み
る
と
省
略
が
多
く
、
筋
書
き
に
不

(4)

統
一
感
す
ら
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
に
、
円
地
は
、
細
や
か
な
補
筆
を
ほ
ど

こ
し
、
筋
を
整
理
し
、
現
代
の
読
者
に
も
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
語
り
直

し
た
。
無
論
、
そ
れ
は
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
説
明
的
に
書
き
直
し
た
と

い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
以
下
の
考
察
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な

る
だ
ろ
う
。

こ
の
卓
抜
な
作
品
は
、
『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
紅
野
謙
介
・
清
水
良
典
編
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
筑
摩
書
房
。

円
地
作
品
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
）
に
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
翻
案
」

と
(5)

い
う
位
置
づ
け
の
も
と
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
『
円
地
文
子
事

『
伊
勢
物
語
』
の
余
白
へ

―
円
地
文
子
「
あ
く
た
川
」
論

―

前

田

知

津

子

M
A
E
D
A

C
h
i
z
u
k
o

典
』（
二
〇
一
一
年
四
月
、
鼎
書
房
）
は
、「
伊
勢
物
語

―
歌
の
ふ
る
さ
と

―
」

を
解
説
し
て
「
『
伊
勢
物
語
』
の
主
要
な
段
の
単
な
る
現
代
語
訳
で
は
な

く
、
作
者
な
り
の
脚
色
に
特
色
が
あ
る
」
と
記
す
。
「
翻
案
」「
脚
色
」
と

言
葉
づ
か
い
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
表
面
的
な
現
代
語
訳
で

は
な
く
、
作
家
の
ふ
か
い
読
み
込
み
の
上
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と

は
支
持
さ
れ
て
い
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
あ
く
た
川
」
は
三
つ
の
章
段
を
踏
ま
え
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
原
典
の
第
五
段
・
第
六
段
に
対
応
す

る
円
地
の
文
章
と
原
文
と
を
比
較
対
照
し
、
作
品
の
構
成
、
語
り
直
す
に

あ
た
り
補
わ
れ
た
文
章
、
整
合
性
を
図
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
筋
書
き
、

表
現
の
効
果
な
ど
、
四
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

原
典
を
踏
ま
え
た
構
成

「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
」
と
い
う
語
り
に
は
じ
ま
る
『
伊
勢
物
語
』

第
五
段
「
関
守
」
・
第
六
段
「
芥
河
」
の
本
文
は
、
す
で
に
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
構
成
に
お
い
て
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
ま
ず
虚
構
の
物
語
が

語
ら
れ
（
歌
は
こ
こ
で
詠
ま
れ
る
）
、
そ
の
後
に
女
が
「
二
条
の
后
」
で
あ
る

こ
と
を
示
す

―
あ
た
か
も
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
た
か
の
よ
う
な

―

注
釈
的
文
章
が
付
記
さ
れ
る
と
い
う
二
部
構
成
で
あ
る

。
仮
に
、
前
者

(6)

を
〈
虚
の
物
語
〉
、
後
者
を
〈
実
の
物
語
〉

と
呼
ん
で
お
く

。

(7)

(8)

第
六
段
を
例
に
と
る
と
、「
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
」
と
い
う
〈
虚

ひ
と
く
ち

の
物
語
〉
の
あ
と
に
、
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
、
二
条
の
后
が
い
と
こ
の
女

御
に
仕
え
て
い
た
時
に
、
男
が
后
を
盗
み
出
し
て
逃
げ
た
の
を
、
后
の
兄



弟
が
取
り
返
し
た
と
い
う
の
が
実
情
で
、
そ
れ
を
鬼
と
言
っ
た
の
だ
よ
と

い
う
内
容
の
〈
実
の
物
語
〉
が
語
ら
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

一
方
、
円
地
の
「
あ
く
た
川
」
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の

第
六
十
五
段
、
第
五
段
、
第
六
段
を
順
次
踏
ま
え
て
一
つ
の
物
語
を
つ
く

る
。
そ
の
際
、
原
典
に
見
ら
れ
た
明
確
な
〈
虚
の
物
語
〉
と
〈
実
の
物
語
〉

の
語
り
分
け
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
筋
の
選
択
の
う
ち
に
解
消
（
融
合
）

さ
れ
て
い
く
。
と
は
い
え
、
完
全
な
解
消
が
意
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
原
典
の
特
徴
的
な
骨
格
は
厳
格
に
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
む
か
し
、
在
原
の
姓
を
た
ま
わ
っ
て
、
公
に
仕
え
る
男

が
あ
っ
た
」
と
い
う
語
り
に
は
じ
ま
り
、
三
章
段
に
目
配
り
を
し
た
物
語

が
進
行
す
る
。
そ
の
中
に
、
歌
一
首
（
第
六
段
の
歌
「
白
玉
か
／
な
に
ぞ
と
人
の

問
ひ
し
と
き
／
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
）
が
置
か
れ
、
そ
の
後
改
行

さ
れ
て
「
こ
の
女
は
後
に
帝
の
王
子
を
産
ん
で
二
条
の
后
と
呼
ば
れ
た
」

み

こ

と
結
ば
れ
る
。
こ
の
改
行
後
の
一
文
は
、
「
二
条
の
后
」
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
原
文
の
〈
実
の
物
語
〉
と
対
応
し
て

い
る
と
み
て
よ
い
。

二

第
五
段
と
第
六
段
の
接
続

第
六
段
「
芥
河
」
は
、
次
の
よ
う
に
語
り
起
こ
さ
れ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経

う

へ

て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き

に
来
け
り
。

右
の
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
」
と
い
う
わ
ず

か
な
言
葉
に
表
現
さ
れ
た
、
男
が
し
の
び
入
っ
て
女
を
盗
み
出
し
、
そ
し

て
芥
川
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
場
面
を
、
円
地
は
か
な
り
の
言
葉
を
補
い
、

次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

あ
る
夜
、
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
築
地
に
人
影
が
見
え
な
か
っ
た
。

ど
こ
か
に
隠
れ
て
、
ま
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
も
み

た
が
、
見
つ
け
ら
れ
て
射
ら
れ
た
ら
そ
れ
ま
で
と
心
を
き
め
て
し
の

び
入
っ
た
。

女
も
閨
の
中
で
、
身
内
に
燃
え
さ
か
る
男
の
い
の
ち
を
消
し
が
た

く
も
だ
え
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
ゆ
め
の
よ
う
に
し
の
び
入
っ
た
男

の
胸
に
黒
髪
ご
と
抱
き
す
く
め
ら
れ
て
、
女
は
も
の
も
言
え
ず
、
絶

え
入
る
ば
か
り
気
が
の
ぼ
っ
た
。

「
逃
げ
ま
し
ょ
う
、
人
の
い
な
い
と
こ
ろ
へ
。
」

と
男
が
い
っ
た
。
女
の
長
い
髪
を
た
ば
ね
て
、
結
び
上
げ
女
の
手

を
袖
ご
と
二
の
腕
ま
で
抱
え
こ
ん
で
、
や
み
の
中
を
手
さ
ぐ
り
に

簀
子
へ
出
て
、

跣

の
ま
ま
土
に
降
り
た
。
例
の
築
地
の
く
ず
れ
か

す

の

こ

は
だ
し

ら
や
っ
と
大
路
へ
出
る
と
、
足
も
そ
ら
に
、
辻
を
い
く
つ
か
曲
が
り
、

つ
じ

一
息
つ
く
と
女
は
も
う
片
息
に
な
っ
て
男
に
倒
れ
か
か
っ
た
。

と
っ
さ
に
上
着
を
ぬ
が
せ
て
、
男
は
女
を
背
に
負
う
た
。
ゆ
り
上

げ
る
時
、
手
に
ふ
れ
た
女
の
や
わ
ら
か
い
足
の
甲
に
ね
ば
ね
ば
す
る

も
の
を
、
星
か
げ
に
透
か
し
て
み
る
と
、
血
の
り
で
あ
っ
た
。
男
は

女
の
傷
つ
い
た
足
を
お
し
い
た
だ
く
よ
う
に
負
う
と
走
り
出
し
た
。



い
と
し
さ
が
い
っ
ぱ
い
で
男
は
自
分
も
跣
で
走
っ
て
い
る
こ
と
を
わ

す
れ
た
。

月
の
な
い
夜
の
ま
ば
ら
な
星
あ
か
り
を
た
よ
り
に
右
ゆ
き
左
ゆ
き

歩
み
つ
づ
け
る
中
に
、
う
す
白
く
光
る
帯
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て

来
た
。

こ
の
あ
と
に
「
芥

川
と
い
う
川
で
あ
っ
た
」
と
い
う
語
り
が
つ
づ
く
。

あ
く
た
が
わ

円
地
の
補
筆
の
分
量
を
視
覚
的
に
把
握
し
た
い
が
た
め
に
、
長
い
引
用

と
な
っ
た
が
、
右
の
引
用
中
、
い
ま
注
目
す
べ
き
は
冒
頭
で
あ
る
。
あ
と

の
部
分
は
、
後
節
で
検
討
す
る
。

こ
の
冒
頭
は
、
一
つ
前
の
「
関
守
」
の
章
段
を
受
け
な
が
ら
、
次
の
「
芥

河
」
の
章
段
と
接
続
す
る
箇
所
と
し
て
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
関

守
」
の
章
段
は
、
「
あ
る
じ
許
し
て
け
り
」
と
、
あ
る
じ
が
通
う
の
を
許

し
て
一
つ
の
話
を
終
え
る
が
、
円
地
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
こ
の
く
だ

り
を
筋
か
ら
外
し
て
い
る
。
あ
る
じ
の
許
可
が
下
り
た
の
で
あ
れ
ば
、
盗

み
出
す
必
要
は
な
い
。
か
と
言
っ
て
弓
矢
を
も
っ
た
家
来
が
築
地
を
守
り

固
め
た
状
態
で
は
、
し
の
び
入
っ
て
盗
み
出
す
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で

あ
る
。

円
地
は
、
「
あ
る
夜
、
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
築
地
に
人
影
が
見
え
な

か
っ
た
」
と
い
う
一
文
を
書
き
加
え
、
こ
れ
を
も
っ
て
第
六
段
へ
の
架
橋

と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
り
げ
な
い
表
現
な
が
ら
、
こ
れ
以
上
の
一
文
は
な

い
と
思
わ
せ
る
重
み
を
も
っ
て
い
る
。

三

第
六
段
、〈
虚
の
物
語
〉
と
〈
実
の
物
語
〉
の
融
合

１

女
を
背
負
う

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、男
が
女
を
盗
み
出
し
て
逃
げ
る
場
面
に
つ
い
て
、

〈
虚
の
物
語
〉
は
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
」

と
語
る
ば
か
り
で
、
ど
の
よ
う
に
芥
川
の
ほ
と
り
に
た
ど
り
着
い
た
の
か

は
記
さ
な
い
。
こ
の
点
を
補
う
よ
う
に
そ
の
後
の
〈
実
の
物
語
〉
は
、「
盗

み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
」
と
語
り
、
男
が
女
を
背
負
っ
た
こ
と
を

知
ら
せ
て
い
る
。

こ
の
と
こ
ろ
を
円
地
は
次
の
よ
う
に
語
り
直
す
（
再
掲
）
。

と
っ
さ
に
上
着
を
ぬ
が
せ
て
、
男
は
女
を
背
に
負
う
た
。
ゆ
り
上

げ
る
時
、
手
に
ふ
れ
た
女
の
や
わ
ら
か
い
足
の
甲
に
ね
ば
ね
ば
す
る

も
の
を
、
星
か
げ
に
透
か
し
て
み
る
と
、
血
の
り
で
あ
っ
た
。
男
は

女
の
傷
つ
い
た
足
を
お
し
い
た
だ
く
よ
う
に
負
う
と
走
り
出
し
た
。

い
と
し
さ
が
い
っ
ぱ
い
で
男
は
自
分
も
跣
で
走
っ
て
い
る
こ
と
を
わ

す
れ
た
。

男
は
、
「
片
息
」
に
な
っ
て
倒
れ
か
か
る
女
を
背
に
負
う
。
「
血
の
り
」
の

足
を
お
し
い
た
だ
く
と
い
う
叙
述
に
、
そ
れ
ま
で
は
女
も
と
も
に
駆
け
て

い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
定
着
さ
れ
た
、
逃
走
す
る
二
人

の
姿
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
せ
て
ゆ
る
が
な
い
。

円
地
は
、
注
釈
的
に
書
き
加
え
ら
れ
た
〈
実
の
物
語
〉
を
、
〈
虚
の
物

語
〉
に
織
り
込
む
よ
う
に
物
語
を
つ
む
い
だ
。
そ
の
こ
と
は
次
の
例
を
検

討
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。



２

鬼
か
追
っ
手
か

―
倒
れ
伏
す
男

―

「
芥
河
」
の
章
段
は
、「
鬼
は
や
一
口
に
食
い
て
け
り
」
と
い
う
〈
虚
の

物
語
〉
に
、
そ
の
話
は
実
の
と
こ
ろ
、
兄
弟
た
ち
が
取
り
返
し
た
こ
と
を

言
っ
た
の
だ
と
い
う
〈
実
の
物
語
〉
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
こ
の
部
分
を
円
地
は
次
の
よ
う
に
語
り
直
し
て
い
る
。
女
を
倉
へ

お
し
入
れ
た
男
が
、
入
口
に
立
ち
雷
雨
の
過
ぎ
去
る
の
を
待
ち
わ
び
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
引
く
。

早
く
雨
が
は
れ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
一
刻
千
秋
の
お
も
い
に
待
ち

わ
び
て
い
る
の
に
、
あ
い
に
く
、
雷
雨
は
い
よ
い
よ
は
げ
し
く
な
っ

て
来
た
。
火
の
柱
が
天
下
っ
た
か
と
思
う
お
そ
ろ
し
い
響
き
と
と
も

に
、
あ
た
り
は
ひ
る
の
よ
う
に
明
る
く
な
り
、
男
は
袖
に
耳
を
お
さ

え
て
前
後
も
し
ら
ず
倒
れ
伏
し
て
し
ま
っ
た
。

ふ
と
眼
ざ
め
る
と
、
さ
っ
き
の
鬼
神
の
よ
う
な
光
り
も
の
は
ど
こ

お
に
が
み

へ
消
え
失
せ
た
の
か
、
夜
も
明
け
初
め
た
と
み
え
て
朝
霧
の
白
く
立

う

そ

ち
ま
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。

女
の
名
を
よ
ん
で
も
答
え
が
な
い
。
う
す
ぎ
ぬ
を
重
ね
た
よ
う
な

霧
を
わ
け
て
、
戸
も
な
い
倉
の
中
を
か
き
探
す
と
、
藁
の
上
に
は
女

の
横
に
な
っ
て
い
た
像
が
こ
こ
ろ
も
ち
窪
ん
で
み
え
る
ば
か
り
、
主

か
た

く
ぼ

ぬ
し

は
あ
と
か
た
も
な
か
っ
た
。

鬼
に
と
ら
れ
た
か
、
神
に
か
く
さ
れ
た
か
と
ゆ
め
に
ゆ
め
み
る
心

地
で
し
ば
ら
く
は
立
ち
つ
く
し
て
い
た
が
、
正
気
に
か
え
る
に
つ
れ

て
、
あ
た
り
に
入
り
乱
れ
て
い
る
人
馬
の
あ
し
あ
と
を
み
つ
け
て
、

落
雷
に
気
を
失
っ
て
い
る
間
に
追
っ
手
が
女
を
連
れ
さ
っ
た
の
だ
と

気
づ
い
た
。
悔
し
さ
に
足
ず
り
し
て
嘆
い
た
が
い
ま
さ
ら
せ
ん
す
べ

も
な
か
っ
た
。

鬼
に
食
わ
れ
た
と
い
う
〈
虚
の
物
語
〉
を
採
用
せ
ず
、
〈
実
の
物
語
〉
を

積
極
的
に
本
筋
に
取
り
入
れ
て
い
る

。
た
だ
し
、
原
文
尊
重
の
態
度
も

(9)

ま
た
明
白
で
あ
る
。
「
鬼
は
や
一
口
に
食
い
て
け
り
」
と
い
う
〈
虚
の
物

語
〉
は
、
「
鬼
に
と
ら
れ
た
か
、
神
に
か
く
さ
れ
た
か
」
と
い
う
夢
心
地

の
描
写
に
た
し
か
な
痕
跡
と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
追
っ

手
が
女
を
連
れ
さ
っ
た
」
と
語
り
つ
つ
、「
鬼
」
を
活
か
す
、
こ
こ
に
、〈
虚

の
物
語
〉
と
〈
実
の
物
語
〉
の
融
合
の
か
た
ち
が
確
認
で
き
る
。

だ
が
、
「
追
っ
手
が
女
を
連
れ
さ
っ
た
」
と
語
り
終
え
る
た
め
に
は
、

解
決
す
べ
き
問
題
が
あ
っ
た
。
鬼
の
仕
業
で
は
な
く
、
追
っ
手
に
取
り
返

さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
倉
の
入
口
で
見
張
り
を
し
て
い
た
男
が
抵
抗
し
な

か
っ
た
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
原
文
に
は
、
男
と

追
っ
手
が
争
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
言
葉
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

円
地
は
、
「
前
後
も
し
ら
ず
倒
れ
伏
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
、
落
雷

の
衝
撃
に
よ
り
男
が
気
を
う
し
な
う
場
面
を
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
争
わ
ず
し
て
女
を
取
り
返
す
「
追
っ
手
」
の
行
為
を
可
能
に
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
、
落
雷
に
よ
っ
て
男
が
気
を
失
う
場
面
は
、〈
虚
の
物
語
〉

と
〈
実
の
物
語
〉
と
い
う
異
な
る
次
元
の
二
つ
の
物
語
を
、
効
果
的
に
一

つ
地
続
き
の
物
語
と
し
て
語
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
面
で
あ
っ

た
。



四

表
現
の
諸
相

１

触
覚
に
訴
え
る

第
二
節
で
引
用
し
た
円
地
の
文
章
を
対
象
に
、
触
覚
に
訴
え
る
表
現
に

注
目
す
る
。
原
文
の
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
」

を
敷
衍
し
た
逃
避
行
の
場
面
で
あ
る
。

女
は
し
の
び
入
っ
た
男
に
「
黒
髪
ご
と
抱
き
す
く
め
ら
れ
て
」
い
る
。

男
は
「
女
の
長
い
髪
を
た
ば
ね
て
、
結
び
上
げ
女
の
手
を
袖
ご
と
二
の
腕

ま
で
抱
え
こ
ん
で
、
や
み
の
中
を
手
さ
ぐ
り
に
」
、
部
屋
か
ら
連
れ
出
す
。

女
は
男
の
力
強
い
腕
を
感
じ
、
男
は
女
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
黒
髪
の
手
触

り
や
女
の
ま
と
う
衣
装
の
厚
み
と
も
ど
も
そ
の
下
の
二
の
腕
を
感
じ
て
い

よ
う
。
つ
づ
く
描
写
の
、
跣
の
足
に
触
れ
る
簀
子
と
土
の
感
触
、
息
も
絶

え
絶
え
に
寄
り
か
か
っ
て
く
る
女
体
の
感
触
、
そ
の
女
を
背
負
い
「
ゆ
り

上
げ
」
た
と
き
の
重
み
の
感
覚
。
擬
態
語
に
よ
っ
て
「
ね
ば
ね
ば
す
る
も

の
」
と
表
現
さ
れ
た
の
は
、「
や
わ
ら
か
い
足
の
甲
」
に
滲
む
「
血
の
り
」

で
あ
っ
た
。
男
は
そ
の
「
血
の
り
」
の
足
を
「
お
し
い
た
だ
」
い
て
慈
し

む
。短

い
文
章
の
中
に
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
綴
ら
れ
た
手
触
り
や
重
み

を
感
じ
さ
せ
る
表
現
は
、
そ
こ
ば
く
の
官
能
も
手
伝
っ
て
読
者
の
触
覚
を

指
嗾
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
の
結
果
、
作
品
世
界
は
肉
感
を
も
っ
て
迫

っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
が
あ
る
ゆ
え
に
、
の
ち
に
用
い

ら
れ
る
「
な
ま
め
か
し
い
荷
」
と
い
う
比
喩
も
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

円
地
が
、
視
覚
的
に
で
も
な
く
聴
覚
的
に
で
も
な
く
、
触
覚
に
訴
え
る

表
現
を
選
び
取
っ
た
の
は
、
「
芥
河
」
の
章
段
の
背
景
（
一
〇
世
紀
頃
の
夜
で

あ
る
こ
と
）
や
状
況
（
女
を
盗
み
出
す
と
い
う
状
況
）
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

答
え
ら
れ
な
か
っ
た
男

芥
川
に
差
し
掛
か
っ
た
と
き
、
女
は
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
問
う
。
歌
の

伏
線
と
し
て
重
要
な
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
い
か
け
に
対

す
る
男
の
反
応
に
つ
い
て
、原
文
と
円
地
作
品
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、

円
地
作
品
に
お
け
る
効
果
を
考
察
す
る
。

芥
川
の
場
面
を
原
文
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

芥

河
と
い
ふ
河
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け

あ
く
た
が
は

ゐ

る
露
を
、「
か
れ
は
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
ゆ
く
先
お
ほ
く
、

つ
ゆ

夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み

お
に

か
み

じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
倉
に
、
女
を

く
ら

ば
奥
に
お
し
入
れ
て
、
男
、
弓
、
胡
簶
を
負
ひ
て
、
戸
口
に
を
り
、

や
な
ぐ
ひ

（
後
略
）

こ
の
箇
所
に
対
応
す
る
円
地
の
文
章
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

芥

川
と
い
う
川
で
あ
っ
た
。
川
べ
り
の
堤
を
男
は
な
ま
め
か
し

あ
く
た
が
わ

い
荷
を
負
う
て
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
歩
い
て
い
た
。
傷
だ
ら
け
の
足
に
道

芝
が
つ
め
た
く
ふ
れ
、
草
の
葉
に
露
が
玉
を
ぬ
き
つ
れ
た
よ
う
に
、

白
く
青
く
光
っ
て
み
え
た
。



「
あ
れ
は
な
に
。
」

男
の
背
に
死
ん
だ
よ
う
に
う
つ
ふ
し
て
い
た
女
は
そ
の
時
ほ
そ
眼め

に
光
っ
て
い
る
露
を
み
て
、
お
そ
ろ
し
そ
う
に
き
い
た
が
、
男
は
耳

も
と
に
女
の
息
吹
の
あ
つ
く
ふ
れ
る
の
に
う
な
ず
き
な
が
ら
息
が
き

れ
て
、
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

ゆ
く
さ
き
は
ま
だ
遠
い
の
に
夜
も
ふ
け
て
き
た
。
折
あ
し
く
、
雷

が
と
ど
ろ
き
出
し
て
、
暗
を
ひ
き
裂
く
稲
妻
の
光
と
と
も
に
、
し
ど

や
み

ろ
に
雨
が
降
り
乱
れ
て
来
た
。

ど
こ
で
も
よ
い
、
宿
り
を
求
め
よ
う
と
、
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
、

ち
ょ
う
ど
戸
締
ま
り
も
し
て
な
い
、
荒
れ
た
穀
倉
が
あ
っ
た
の
で
、

幸
い
と
女
を
そ
こ
へ
お
し
入
れ
て
、
藁
の
上
に
伏
さ
せ
、
男
は
入
口

わ
ら

に
立
っ
て
、
雷
の
鳴
り
は
た
め
く
空
を
見
上
げ
て
い
た
。

原
文
で
は
、
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
い
う
女
の
問
い
の
あ
と
、
「
ゆ
く
先
お
ほ

く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
」
と
、
先
を
急
ぐ
文
章
が
つ
づ
き
、
女
の
問

い
か
け
は
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
雷
雨
の
場
面
に
移
る
。
な
ぜ
答

え
な
か
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

円
地
で
は
異
な
る
。
答
え
な
か
っ
た
と
し
た
点
は
同
じ
だ
が
、
そ
こ
に

は
、「
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
理
由
が
克
明
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
男

は
耳
も
と
に
女
の
息
吹
の
あ
つ
く
ふ
れ
る
の
に
う
な
ず
き
な
が
ら
息
が
き

れ
て
、
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
う
な
ず
き
な
が
ら
息
が

き
れ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
男
の
様
子
を
生
々
し
く
伝
え
て
説
得
力
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
、
答
え
た
く
て
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
状
況
を
差
し
挟

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
詠
ま
れ
る
歌
の
哀
韻
が
い
っ
そ
う
深
く
読
者

の
胸
に
ひ
び
く
の
で
あ
る
。
歌
の
段
落
を
引
い
て
お
く
。

あ
し
も
と
の
草
原
に
、
消
え
の
こ
っ
て
い
る
朝
露
を
み
て
、
男
は

く
さ
は
ら

昨
夜
背
の
上
の
女
が
「
あ
れ
は
な
に
。
」
と
さ
さ
や
い
た
の
に
答
え

な
か
っ
た
の
が
と
り
か
え
し
よ
う
も
な
く
悲
し
か
っ
た
。

白
玉
か

な
に
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
と
き

露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を

３

「
穀
倉
」
の
役
割

雷
雨
を
避
け
る
た
め
宿
り
を
求
め
る
男
の
目
の
ま
え
に
「
倉
」
が
現
わ

れ
る
。

円
地
は
、
原
文
に
「
あ
ば
ら
な
る
倉
」
と
あ
る
も
の
を
「
荒
れ
た
穀
倉
」

、

（
傍
点
は
引
用
者
）
と
し
た
（
前
項
の
引
用
文
参
照
）
。
「
あ
ば
ら
な
る
倉
」
の
荒

れ
果
て
た
板
敷
の
上
か
土
間
か
に
そ
の
ま
ま
女
を
横
た
え
る
の
が
し
の
び

な
い
男
の
心
情
を
汲
み
あ
げ
た
こ
の
作
家
な
ら
で
は
の
「
穀
倉
」
で
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
男
は
い
と
し
い
女
を
「
藁
の
上
に
伏
さ
せ
」

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

。
(10)

物
語
の
男
で
あ
れ
ば
、
当
然
「
藁
」
の
上
に
そ
っ
と
横
た
え
る
で
あ
ろ

う
と
の
円
地
の
解
釈
は
、
物
語
を
読
む
と
い
う
こ
と
が
単
に
表
面
的
に
字

面
を
追
う
の
と
は
違
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
物
語
の

素
材
と
し
て
「
藁
」
を
引
き
出
し
て
く
る
気
息
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
長
い

年
月
の
あ
い
だ
、
作
家
の
内
部
で
『
伊
勢
物
語
』
の
男
が
育
ま
れ
て
き
た



こ
と
を
想
像
さ
せ
る
補
筆
で
あ
る
。

「
穀
倉
」
と
い
う
表
現
は
、
女
に
対
す
る
男
の
愛
情
の
深
さ
細
や
か
さ

を
端
的
に
描
写
す
る
た
め
に
必
要
な
「
藁
」
を
導
く
た
め
に
選
択
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
、
「
藁
」
と
い
う
素
材
は
、
男
の
愛
を
周
知
す
る
小
道

具
と
し
て
提
示
さ
れ
た
あ
と
、
次
の
文
章
に
印
象
深
く
語
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
喪
失
感
の
表
現
と
し
て
再
び
読
者
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

女
の
名
を
よ
ん
で
も
答
え
が
な
い
。
う
す
ぎ
ぬ
を
重
ね
た
よ
う
な

霧
を
わ
け
て
、
戸
も
な
い
倉
の
中
を
か
き
探
す
と
、
藁
の
上
に
は
女

の
横
に
な
っ
て
い
た
像
が
こ
こ
ろ
も
ち
窪
ん
で
み
え
る
ば
か
り
、
主

か
た

く
ぼ

ぬ
し

は
あ
と
か
た
も
な
か
っ
た
。（
再
掲
）

女
が
か
き
消
え
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
の
は
、
女
の
重
み
を
か
す
か
に
伝
え

る
「
藁
」
の
窪
み
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
「
藁
」
は
女
の
不
在
と
男

の
喪
失
感
を
強
調
し
て
あ
わ
れ
を
誘
う
の
で
あ
る
。

ま
と
め

『
伊
勢
物
語
』
の
解
説
の
中
で
福
井
貞
助
は
、
そ
の
「
余
白
」
に
触
れ

て
、
「
詩
的
な
表
現
で
簡
潔
に
書
き
上
げ
」
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
書
か
れ

て
い
な
い
と
こ
ろ
に
意
味
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
深
い
興
趣
が
捉と

ら

え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

。
『
伊
勢
物
語
』
の
現
代
語
訳
の
問
題

(11)

は
、
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
に
原
典
を
尊
重
し
つ
つ
「
余

白
」
を
補
う
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
原
典
尊
重
と
一
口
に
言
っ

て
も
、
そ
こ
に
矛
盾
や
齟
齬
を
生
じ
て
い
る
場
合
は
容
易
で
は
な
い
し
、

補
筆
の
問
題
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
「
余
白
」
を
い
か
に
補
う
か
。

第
二
節
で
例
示
し
た
よ
う
に
、
円
地
は
原
文
の
わ
ず
か
一
行
に
、
多
く

の
言
葉
を
補
い
語
り
直
し
て
い
る
。

「
あ
く
た
川
」
を
教
材
化
し
た
『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ

ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
前
掲
）
が
、
「
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
」

と
し
て
、

(12)

①
『
伊
勢
物
語
』
「
芥
川
」
を
読
ん
だ
時
の
印
象
と
比
較
し
て
、
作

者
が
作
品
世
界
を
ど
の
よ
う
に
読
み
込
み
、
表
現
を
補
っ
て
い
る
か

を
考
え
る
。

と
い
う
項
を
第
一
に
掲
げ
た
の
は
、
前
記
の
点
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
本
稿
に
示
し
た
分
析
は
、
お
お
む
ね
右
の
第
一
項
に
添
っ
た
も
の

で
あ
る

。
(13)

第
一
節
で
は
、
作
品
の
構
成
が
原
典
（
第
五
段
・
第
六
段
）
に
し
た
が
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
二
節
で
は
、
第
五
段
と
第
六
段
を
接
続
す
る

際
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
筋
書
き
（
「
あ
る
じ
が
許
し
た
」
と
い
う
筋
書
き
）
と
、

補
わ
れ
た
一
文
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
三
節
で
は
、
第
六
段
を
語
り
直
す

に
あ
た
っ
て
、
〈
虚
の
物
語
〉
と
〈
実
の
物
語
〉
の
融
合
が
見
ら
れ
る
点

を
指
摘
し
、
第
四
節
で
は
、
表
現
を
取
り
上
げ
そ
の
効
果
に
言
及
し
た
。

か
つ
て
「
余
白
」
の
物
語
が
共
通
基
盤
と
し
て
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い

た
時
代
、
補
筆
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

「
余
白
」
の
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
果
た
し
た
わ
ず

か
な
考
察
を
振
り
返
る
だ
け
で
も
、
円
地
に
と
っ
て
「
余
白
」
は
い
ま
だ



「
余
白
」
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
感
慨
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

ほ
ど
に
「
あ
く
た
川
」
に
再
現
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
情
緒
は
た
し
か

な
手
ご
た
え
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
記
】

「
伊
勢
物
語

―
歌
の
ふ
る
さ
と

―
」（
初
出
時
の
表
題
）
は
、「
あ
く
た
川
」「
こ

1
れ
た
か
の
み
こ
」「
あ
づ
ま
」「
つ
く
も
髪
」「
狩
の
使
」
の
五
編
か
ら
な
る
。
初
出
は

「
文
芸
」（
昭
和
二
八
年
七
月
）、
の
ち
に
『
仮
面
世
界
』（
昭
和
三
九
年
二
月
、
講
談

社
）
、『
円
地
文
子
全
集
』
第
一
四
巻
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
、
新
潮
社
）
な
ど
に
所

収
。
ま
た
、『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
紅
野

謙
介
・
清
水
良
典
編
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
筑
摩
書
房
）
に
は
、
前
記
五
編
の
う

ち
、
「
あ
く
た
川
」
の
み
が
「
歌
の
ふ
る
さ
と
」
の
題
の
も
と
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

初
出
及
び
『
仮
面
世
界
』
に
お
け
る
表
記
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
。『
円
地
文
子
全
集
』

『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』
で
は
、
引
用
歌
の

み
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
他
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
、『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
一
九
九
四
年
、

2
小
学
館
。
参
照
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
第
五
刷
）
に
よ
る
。

『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
前
掲
）
別
冊
「
解

3
答
編
」
に
、
「
内
容
は
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
だ
け
で
な
く
、
第
五
段
の
「
関
守
」
も

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
」
と
あ
る
（
三
五
頁
）
。「
解
答
編
」
の
「
歌
の
ふ
る

さ
と
」
の
項
は
、
大
島
貴
史
の
執
筆
に
な
る
。

鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
二
〇
一
三
年
六
月
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
と
、『
伊

4
勢
物
語
』
の
主
要
な
内
容
の
一
つ
で
あ
る
在
原
業
平
と
二
条
の
后
の
物
語
は
、「
三
・

四
・
五
・
六
・
二
十
六
・
二
十
九
・
六
十
五
・
七
十
六
・
百
・
百
六
段
に
及
ん
で
」

い
る
（
一
六
頁
）。

同
書
所
収
の
円
地
文
子
「
歌
の
ふ
る
さ
と
」
の
リ
ー
ド
文
に
、
「
音
楽
に
い
う
カ
バ

5
ー
曲
で
は
、
原
曲
を
精
確
に
理
解
し
た
上
で
の
歌
唱
力
が
問
わ
れ
る
。
古
典
を
翻
案

し
た
文
学
作
品
で
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
円
地
文
子
は
、
対
象
作
品
へ
の
深
い
理

解
と
卓
越
し
た
表
現
力
を
武
器
に
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
と
い
う
誰
も
が
知
る
物
語

い

せ

に
挑
戦
す
る
」
と
あ
る
。

山
本
登
朗
は
、
こ
の
二
部
構
成
を
「
虚
構
を
語
る
物
語
部
分
と
、
そ
れ
に
歴
史
上
の

6
事
実
を
重
ね
る
部
分
」
と
し
、
前
者
を
「
物
語
部
」、
後
者
を
「
補
注
部
」
と
呼
称
す

る
。「
伊
勢
物
語
と
「
準
拠
」
」
、「
む
ら
さ
き
」
第

号
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
武

39

蔵
野
書
院
）、
八
一
頁
。

〈
実
の
物
語
〉
の
「
実
」
と
は
、
歴
史
的
事
実
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

7
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
る
。
在
原
業
平
と
藤
原
高
子

に
つ
い
て
は
、「
も
と
よ
り
『
伊
勢
物
語
』
の
語
る
業
平
と
高
子
の
話
は
、
そ
れ
が
原

初
章
段
で
あ
ろ
う
と
増
補
章
段
で
あ
ろ
う
と
、
実
録
な
ど
で
は
な
く
、
虚
構
の
作
り

ば
な
し
で
し
か
な
い
」（
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
前
掲
）
、
二
一
一
頁
）
、「
二

条
の
后
と
在
原
業
平
の
密
通
は
、
事
実
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
の
享
受
過
程
に
お

い
て
広
く
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
二
〇

一
三
年
一
二
月
、
和
泉
書
院
）、
一
〇
八
八
頁
）。

片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
前
掲
）
は
、
仮
相
・
実
相
と
い
う
語
を
使
っ
て

8
い
る
。「
「
実
相
」
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
の
が
物
語
で
は
な
く
、
「
実
相
」
を
「
仮
相
」

の
形
で
語
る
の
が
物
語
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
『
伊
勢
物
語
』
全
体
を
貫
く
方
法
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
六
一
頁
）。

「
鬼
に
食
わ
れ
た
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
幻
想
的
世
界
に
流
れ
過
ぎ
る
。
よ
っ
て
、
物

9
語
世
界
と
現
実
世
界
の
妥
協
点
を
求
め
る
べ
く
、
鬼
が
食
べ
た
と
す
る
く
だ
り
を
採



用
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
。『
高
校
生
の
た
め
の
近
代
文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
前
掲
）
別
冊
「
解
答
編
」、
三
五
頁
。

こ
の
「
藁
の
上
に
伏
さ
せ
」
と
い
う
行
為
は
、
先
に
確
認
し
た
「
女
の
傷
つ
い
た
足

10
を
お
し
い
た
だ
く
」
と
い
う
行
為
と
と
も
に
、
女
に
対
す
る
男
の
無
上
の
愛
の
ほ
と

ば
し
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
解
説
」
、『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
前
掲
）、
二
三
四
頁
。

11

三
点
あ
る
。
こ
の
他
、
「
②
道
な
ら
ぬ
恋
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
男
女
が
そ

12
れ
ぞ
れ
に
抱
く
理
性
と
感
情
と
の
葛
藤
を
読
み
取
る
」
、
「
③
用
語
の
ち
が
い
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
文
章
の
格
調
に
つ
い
て
考
え
、
文
章
作
成
の
参
考
に
す
る
」
の
二

点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
別
冊
「
解
答
編
」、
三
五
頁
。

本
稿
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
五
段
「
在
原
な
り
け
る
男
」
を

13
踏
ま
え
た
冒
頭
か
ら
三
分
の
一
ほ
ど
の
部
分
は
、
同
章
段
か
ら
何
を
採
用
し
、
ま
た

採
用
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
加
え
、
男
の
人
物
が
語
ら
れ
興
味
ぶ
か
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
円
地
は
、「
男
」
の
人
物
描
写
に
際
し
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
卒
伝
、『
古

今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
歌
人
評
な
ど
も
参
考
に
し
て
い
る
。『
高
校
生
の
た
め
の
近
代

文
学
エ
ッ
セ
ン
ス

ち
く
ま
小
説
選
』（
前
掲
）
別
冊
「
解
答
編
」
に
よ
る
と
、「
在
原
業
平

あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
人
物
像
や
歌
人
評
を
、
文
学
的
表
現
を
織
り
込
み
な
が

ら
ま
と
め
て
い
る
」（
三
五
頁
）。

（
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）


