
 

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
Ｂ

「
世
話
・
人
情
話
・
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
報
告

《
司
会
者
》

木
越　

俊
介
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

《
発
表
者
》

今
岡
謙
太
郎
（
武
蔵
野
美
術
大
学
）

佐
藤　

至
子
（
日
本
大
学
）

加
藤　

敦
子
（
都
留
文
科
大
学
）

板
坂　

耀
子
（
福
岡
教
育
大
学
名
誉
教
授
）

　

本
テ
ー
ブ
ル
の
テ
ー
マ
（
趣
意
）
に
つ
い
て
は
前
号
（
一
〇
五
号
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
る
だ
け
避
け
、

企
画
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
補
足
し
な
が
ら
、
何
を
ね
ら
い
と
し
て
い
た

の
か
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　

今
回
、
議
論
の
核
と
し
た
か
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た

演
劇
（
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
）、
舌
耕
、
小
説
な
ど
の
中
に
描
か
れ
る
道
徳
・

倫
理
と
感
情
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
論
じ
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
る

木

越

俊

介

問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
す
れ
ば
近
代
的
な
心
理
描
写
と
の
優
劣

や
、
逆
に
そ
れ
と
の
部
分
的
な
連
続
性
を
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
特
有
の
感
情
の
描
写
・
表
出
が
存

す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
魅
力
を
探
る
と
と
も
に
、
今
の
世
の
人
々
に
説
明

す
る
に
あ
た
っ
て
の
適
切
な
言
葉
や
方
法
を
模
索
し
て
み
た
い
。
こ
れ
が

そ
も
そ
も
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
再
検
証
す
る
た
め
に
、
ま

ず
は
江
戸
時
代
の
文
芸
に
お
け
る
人
や
感
情
の
描
き
方
を
、「
世
話
」
と

い
う
枠
の
中
で
考
察
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
て
み
た
。
な
お
、
こ
こ
で
い

う
「
世
話
」
と
は
、
世
話
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
程
度
の
、
や
や
ゆ
る

や
か
な
範
囲
で
捉
え
て
い
る
。

　

一
方
で
、
話
が
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
、
あ
る
程
度
議
論

の
基
軸
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、「
世
話
」
に
加
え
、「
人
情
話
」、「
メ

ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
さ
ら
に
二
つ
の
柱
を
設
け
て
み
た
。
人
情
「
話
」
と

い
う
表
記
は
、「
咄
」「
噺
」
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
く
、
人
情
を

扱
っ
た
話
全
般
を
広
く
扱
う
こ
と
を
意
図
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
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メ
ロ
ド
ラ
マ
は
参
照
項
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
、
後
述
す
る
先
行
研
究

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
何
か
新
し
い
も
の
が
見
え
て
く
る
可
能
性
を
期
待
し

た
。
具
体
的
な
議
論
の
方
向
性
と
し
て
は
、
一
度
視
野
を
で
き
る
限
り
広

く
と
っ
て
対
象
作
品
を
そ
の
中
に
収
め
て
か
ら
、
翻
っ
て
個
別
の
作
品
に

戻
り
、
細
か
な
点
を
検
証
し
て
み
る
と
い
う
手
順
が
望
ま
し
い
と
感
じ

た
。

　

内
容
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
準
備
し
た
の
だ
が
、

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
場
は
、
複
数
の
発
表
に
よ
り
い
く
つ
か
の
角

度
か
ら
問
題
を
切
り
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
大
き
な
テ
ー

マ
を
扱
う
に
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
司
会
者
と

し
て
は
、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
そ
の
場
、
そ
の
時
間
内
に
何
か
明
確
な

結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
議
論
の
過
程
が
重
要
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
る
。
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
問
題
設
定
の
適
否
も
含
め
、

多
く
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
、
そ
う
い
う
場
に
な
る
よ
う
配
慮
し
た
。
実

際
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
に
際
し
て
は
活
発
な
議
論
を
促
す
た
め
に
い
く

つ
か
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
。
そ
の
一
つ
が
、
一
問
一
答
式
の
質
疑
応
答
は

し
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
場
で
問
題
の
本
質
に
一
歩
で
も
近
づ
こ
う
と

い
う
姿
勢
を
共
有
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当

日
は
冒
頭
、「
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
と
い
う
よ
り
は
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
方
式
で
、

場
に
あ
る
複
数
の
玉
を
み
ん
な
で
打
っ
て
い
く
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提

示
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
発
表
者
は
お
互
い
に
「
さ
ん
」
づ
け
で
呼
び
合

う
と
い
う
こ
と
。
で
き
る
だ
け
相
互
に
話
す
際
の
垣
根
を
な
く
す
た
め
で

あ
る
。
小
手
先
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

研
究
発
表
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
の
差
異
を
出
す
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ

な
り
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
当
日
の
設
営
の

段
階
で
テ
ー
ブ
ル
の
配
置
を
ま
さ
に
ラ
ウ
ン
ド
（
円
卓
）
に
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
、
発
表
者
全
員
が
相
互
に
顔
を
見
合
わ
せ
、
そ
れ
を
参
加
者
が

取
り
囲
む
よ
う
な
形
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
基
本

中
の
基
本
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
改
め
て
こ
う
し
た
場
に
ふ
さ
わ
し
い

配
置
で
あ
る
と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
テ
ー
ブ
ル
で
は
四
名
に
各
二
〇
分
の
発
表
を
お
願
い
し
た
。
以
下
、

当
日
の
順
番
に
沿
っ
て
、
筆
者
の
視
点
か
ら
要
点
を
ま
と
め
て
み
た
い

（
以
下
、〈　

〉
内
は
当
日
資
料
か
ら
の
引
用
）。

　

最
初
の
、
今
岡
謙
太
郎
氏
に
よ
る
演
劇
・
舌
耕
芸
の
視
点
か
ら
の
発
表

は
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
差
異
や
身
体
性
の
問
題
と
い
っ
た
、
世
話

性
を
扱
う
際
の
本
質
的
な
点
を
真
正
面
か
ら
扱
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
世

態
人
情
を
ど
う
文
字
で
描
く
か
、
文
字
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
大
事
に
な

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
ど
う
に
か
文
字
化
す
る
と
い
う
の
が
永
遠

の
課
題
で
あ
る
、
と
い
っ
た
点
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
作
品
に

つ
い
て
は
、
円
朝
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
世
話
物
で
あ
る
と
い
う
指
摘
や
、

氏
の
「
明
治
期
の
黙
阿
弥
作
品
に
見
る
「
世
話
物
」
の
展
開
」『
日
本
文

学
』
64
・

（
二
〇
一
五
・
一
〇
）
を
踏
ま
え
、
明
治
五
、六
年
あ
た
り
に

一
つ
の
画
期
を
認
め
つ
つ
、
世
話
そ
の
も
の
の
内
容
が
変
質
し
て
い
く
過

程
も
指
摘
さ
れ
た
。
世
話
が
扱
う
領
域
と
、
話
芸
や
身
体
と
の
親
和
性
の

10

問
題
を
明
る
み
に
出
す
一
方
、
坪
内
逍
遥
が
円
朝
・
黙
阿
弥
を
世
態
風
俗

の
描
写
に
お
い
て
高
く
評
価
し
た
こ
と
に
言
及
し
、
逍
遥
を
は
じ
め
と
す
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る
文
学
者
が
文
字
媒
体
で
あ
る
「
文
学
」
と
し
て
、
そ
こ
で
見
出
し
た
価

値
観
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
、
視
野
を
広
げ
た

問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
議
論
に
厚
み
を
増
し
た
の
は
、
講
談
師

が
自
身
の
講
談
に
春
水
の
『
梅
暦
』
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た

例
を
、
資
料
を
あ
げ
て
指
摘
し
た
点
で
あ
り
、
文
字
媒
体
か
ら
演
者
へ
と

い
う
逆
の
方
向
性
に
も
目
を
配
っ
た
点
が
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
。
以

上
、
例
外
な
ど
を
言
い
出
せ
ば
収
拾
の
つ
か
な
く
な
る
本
質
的
な
問
題
に

対
し
、
あ
え
て
要
点
を
絞
り
整
理
し
な
が
ら
、
テ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
考
え

る
要
素
を
多
く
投
げ
か
け
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

つ
づ
く
佐
藤
至
子
氏
は
、「
人
情
噺
に
お
け
る
〈
世
話
〉」
と
題
し
、

〈
現
在
で
も
比
較
的
演
じ
ら
れ
る
機
会
の
多
い
人
情
噺
と
、
そ
の
原
話
あ

る
い
は
類
話
に
あ
た
る
近
世
小
説
と
を
比
較
し
、
人
情
噺
に
お
い
て
何
が

重
視
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
〉
と
し
た
発
表
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に

は
、
落
語
の
「
火
事
息
子
」
と
そ
の
原
話
と
し
て
文
字
に
残
る
「
恩
愛
」

（『
笑
の
友
』
享
和
元
年
刊
）
と
を
比
較
し
、
落
語
の
方
で
は
父
親
の
葛
藤

が
描
か
れ
る
こ
と
を
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
葛
藤

に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
古
今
亭
志
ん
朝
の
噺
（
一
九
八
一
年
）
を
対

象
に
分
析
し
、
①
世
間
体
を
気
に
す
る
、
②
息
子
へ
の
愛
情
（
心
配
）、

③
自
分
の
期
待
し
た
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
怒
り
、
こ
れ
ら
が

混
然
と
し
た
感
情
と
な
っ
て
表
出
さ
れ
、
し
か
も
問
題
自
体
は
何
ら
解
消

さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
人
情
噺
の
特
色
を
見
出
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

聴
い
た
り
読
ん
だ
り
し
て
感
じ
る
も
の
、
読
み
と
れ
る
も
の
を
一
つ
一
つ

丁
寧
に
拾
い
上
げ
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
感
情
の
問
題
を
扱
う
際
に

と
て
も
有
効
で
あ
り
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
た
。
さ
ら
に
氏
は
、『
怪
談

牡
丹
燈
籠
』
を
対
象
と
し
て
描
写
の
問
題
に
も
切
り
込
み
、
浅
井
了
意

『
伽
婢
子
』「
牡
丹
燈
籠
」
と
の
比
較
か
ら
、
円
朝
の
描
写
の
き
め
の
細
か

さ
に
加
え
、
各
々
の
登
場
人
物
が
あ
る
心
情
に
陥
っ
て
し
ま
う
状
況
設
定

の
巧
み
さ
に
も
注
意
を
促
し
た
。
さ
ら
に
、『
白
縫
譚
』
の
白
梅
と
『
真

景
累
ケ
淵
』
の
豊
志
賀
と
の
類
似
す
る
場
面
を
比
較
し
、「
因
縁
」
と
い

う
外
在
的
な
要
素
を
見
出
し
た
上
で
、
現
行
の
落
語
で
は
そ
こ
が
強
調
さ

れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

氏
自
身
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
①
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
陥
る
と
き
の

感
情
の
発
露
、
こ
れ
を
い
か
に
現
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
示
し
て
い
く

か
。
②
困
難
な
状
況
は
必
ず
し
も
解
決
さ
れ
な
い
。
必
須
で
は
な
い
。
③

あ
る
状
況
に
陥
る
理
由
を
因
縁
な
ど
に
求
め
て
い
く
こ
と
は
円
朝
の
作
品

で
は
な
さ
れ
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
今
は
そ
れ
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て

い
な
い
、
と
い
っ
た
諸
点
が
、
人
情
噺
か
ら
抽
出
さ
れ
る
世
話
の
問
題
と

し
て
提
示
さ
れ
た
。

　

三
番
手
は
加
藤
敦
子
氏
が
「
伊
右
衛
門
は
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
主
人
公
た
り

う
る
か
？
」
と
題
し
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
研
究
の
視
点
か
ら
、
近
世
演
劇
の
も

つ
特
色
を
探
ろ
う
と
す
る
発
表
を
行
っ
た
。

　

な
お
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
用
語
や
概
念
に
関
し
て
、
少
な
く
と

も
司
会
・
発
表
の
五
名
の
間
で
ズ
レ
が
生
じ
な
い
よ
う
、
以
下
の
三
冊
を

事
前
に
共
有
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

・
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス　

四
方
田
犬
彦
・
木
村
慧
子
訳
『
メ
ロ

ド
ラ
マ
的
想
像
力
』（
産
業
図
書
、
二
〇
〇
二
）
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・
関
肇
『
新
聞
小
説
の
時
代　

メ
デ
ィ
ア
・
読
者
・
メ
ロ
ド
ラ
マ
』

（
新
曜
社
、
二
〇
〇
七
）

・
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
サ
ー
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
シ
ン
グ
ラ
ー　

中
村
秀

之
・
河
野
真
理
江
訳
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
映
画
を
学
ぶ　

ジ
ャ
ン
ル
・

ス
タ
イ
ル
・
感
性
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
一
三
）

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
い

ず
れ
の
書
を
通
し
て
も
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
が
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

以
上
に
広
い
分
野
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
作
品
に
描
か
れ
る
感

情
の
問
題
を
考
え
る
に
か
な
り
有
効
な
切
り
口
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
（
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
美
徳
の
勝
利
、
作
中
人
物
と
観
客
の
視
点
の

不
一
致
、
な
ど
）。

　

加
藤
氏
は
こ
れ
ら
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、〈
浄
瑠
璃
・

歌
舞
伎
の
世
話
物
と
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
モ
ー
ド
・
感
性
〉
に
つ
い
て
、『
曾

根
崎
心
中
』『
心
中
天
の
網
島
』『
五
大
力
恋
緘
』『
東
海
道
四
谷
怪
談
』

を
対
象
に
検
証
を
試
み
た
の
だ
が
、
こ
と
ご
と
く
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
定
義
か

ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
点
が
興
味
深
か
っ
た
。
逆
に
朝
鮮
の
『
春
香
伝
』

が
ま
さ
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
特
質
を
十
全
に
備
え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ

た
。
こ
こ
か
ら
江
戸
時
代
の
演
劇
に
お
け
る
独
自
性
が
垣
間
見
ら
れ
、
具

体
的
に
は
、
善
な
る
者
（
美
徳
）
と
悪
人
（
悪
徳
）
に
二
分
化
さ
れ
ず
、

曖
昧
さ
を
有
し
た
人
物
が
登
場
し
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
定
型
で
あ
る
「
美

徳
の
勝
利
」
と
い
う
結
末
に
至
ら
な
い
、
と
い
っ
た
諸
点
が
確
認
で
き

た
。
さ
ら
に
、
映
画
に
お
け
る
解
釈
例
と
し
て
、
篠
田
正
浩
監
督
『
心
中

天
網
島
』（
一
九
六
九
）、
深
作
欣
二
監
督
『
忠
臣
蔵
外
伝　

四
谷
怪
談
』

（
一
九
九
四
）
の
実
際
の
一
場
面
を
見
な
が
ら
、
演
出
や
音
楽
を
も
含
め

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
読
み
解
き
、
運
命
的
状
況
に
無
力
な
主
人
公

た
ち
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、
観
客
の
俯
瞰
的
視
点
か
ら
ペ
ー
ソ
ス
が
生

じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
に
お
け
る
伊

右
衛
門
に
つ
い
て
、
初
演
時
の
状
況
や
演
者
と
い
っ
た
背
景
を
あ
え
て
抜

き
に
し
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
、
葛
藤
し
揺
れ
る
人
物
像
と

し
て
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
単
な
る
近
代
的
な
解

釈
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
解
釈
の
可
能
性
は
何
に
基
づ
く
の

か
、
そ
の
根
拠
を
客
観
的
に
点
検
し
な
が
ら
提
示
さ
れ
た
点
が
新
鮮
で

あ
っ
た
。
運
命
的
な
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
る
主
人
公
た
ち
が
登
場
し
、
そ

こ
に
救
済
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
、
善
悪
の
対
立
構
図
が
あ
い
ま
い
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
、
か
な
り
入
り
組
ん
だ
構
造
の
中
で
人
物
が
描
か
れ

て
い
る
点
に
演
劇
と
し
て
の
特
質
を
見
出
せ
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
板
坂
耀
子
氏
が
文
学
の
中
に
描
か
れ
る
三
つ
の
要
素
に
つ

い
て
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
一
つ
目
は
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
の
問
題
、〈
古

今
東
西
の
文
学
に
、
あ
ま
ね
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
遍
在
す
る
「
ぬ
れ

ぎ
ぬ
」
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
か
〉
に
つ
い
て
検
証
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
氏
の
「
歌
舞
伎
に
み
る
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
の
話
」（『
中
央
公
論
』

二
〇
一
二
・
八
）
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
が
三
種
に
分
類
さ

れ
て
い
る
が
、
極
端
に
重
い
負
の
要
素
を
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
に
背
負

い
、
も
し
く
は
背
負
わ
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
作
品
中
に
お
け
る
他
者
と
の

関
わ
り
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
ゆ
が
み
を
も
た
ら
す
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
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と
を
通
し
て
読
者
や
観
客
に
何
を
伝
え
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
二
つ
目
は
、
様
々
な
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
恵
ま
れ

た
者
」
が
作
中
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
三
つ
目
は

「
女
性
的
男
性
」
像
の
中
に
、〈
人
々
の
ど
の
よ
う
な
好
み
、
も
し
く
は
社

会
の
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
〉
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
幅
広

い
見
識
に
支
え
ら
れ
た
壮
大
な
内
容
で
あ
り
、
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
登
場
人
物
の
境
遇
や
設
定
に
お
け
る
不
条
理
さ
や
不
均
衡

の
問
題
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
作
品
に
何
を
も
た
ら
し
て

い
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
こ
と
を
作
品
に
要
請
す
る
社
会
そ
の
も
の

が
は
ら
む
問
題
を
も
視
野
に
入
れ
た
問
い
か
け
と
し
て
受
け
と
め
た
。
一

概
に
は
言
え
な
い
が
、
各
作
品
に
お
い
て
こ
う
し
た
不
安
定
な
要
素
が
必

ず
し
も
安
定
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
点
に
、
ド
ラ
マ
と
し
て
の
味
わ
い

に
深
み
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
の
加
藤
氏
の
分
析
と

共
鳴
す
る
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
休
憩
を
一
〇
分
は
さ
み
、
準
備
さ
れ
た
質
問
用
紙
を
も
と
に
、

討
論
に
入
っ
た
。
予
定
で
は
討
論
は
四
〇
分
で
あ
っ
た
が
、
実
質
二
〇
分

強
し
か
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
の
質
問
や
指
摘
も
、

今
回
の
テ
ー
マ
に
対
し
さ
ら
に
多
く
の
課
題
を
投
げ
か
け
る
濃
厚
な
内
容

で
あ
っ
た
。
以
下
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
と
、
勝
又
基
氏
か
ら
は
、

人
情
描
写
が
語
ら
れ
る
際
の
時
間
的
な
長
さ
の
問
題
に
つ
い
て
、
中
嶋
隆

氏
か
ら
は
、
西
鶴
の
町
人
物
が
「
咄
」
を
超
え
た
描
出
力
を
有
す
る
こ
と

な
ど
を
例
に
、
現
実
を
再
現
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
文
字
で
書
か
れ

た
方
が
描
出
に
優
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
書
記
テ
キ
ス
ト

の
叙
述
に
お
け
る
再
現
性
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ

た
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
絡
ん
で
、
ロ
バ
ー
ト
キ
ャ
ン
ベ
ル
氏
か
ら
は
、

文
政
期
に
藩
校
の
漢
文
読
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
訳
準
笑
話
』
に
「
火

事
息
子
」
の
別
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
漢
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
、
そ
こ
に
は
父
親
の
葛
藤
が
な
く
比
較
的
フ
ラ
ッ
ト
に
描
か
れ
な
が

ら
、
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
点
を
、
漢
文
と
い
う
書
記
テ
キ
ス
ト
と
ど

の
よ
う
に
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ

れ
た
。

　

光
延
真
哉
氏
か
ら
は
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
時
代
」
と
「
世
話
」
は
本

来
一
番
目
、
二
番
目
な
ど
と
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
明
確
に
分
け
よ
う

と
す
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
史
的
な
把
握
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

果
た
し
て
ど
こ
ま
で
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
と
、
演
劇
以

外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
「
世
話
」
と
規
定
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
と
も
関
連
し
て
児
玉
竜

一
氏
か
ら
は
、
こ
う
し
た
演
劇
に
お
け
る
分
類
は
後
世
に
分
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
各
場
面
や
演
技
、
発
声
な
ど
に
つ
い
て
は
時
代
か
世
話
か
は

明
確
な
区
分
と
し
て
江
戸
時
代
に
も
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
作

品
全
体
で
二
つ
に
分
け
よ
う
と
す
る
の
は
研
究
側
の
事
情
な
ど
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
最
後
に
大
髙
洋
司
氏
が
、
こ
の

テ
ー
ブ
ル
で
の
話
題
が
、
世
話
性
の
強
い
ド
ラ
マ
の
中
で
は
、
葛
藤
が
ど

の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
と
し
、
倫
理
と
人
情

の
間
の
い
か
な
る
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
解
決
す
る
か
が
、
作
ら
れ
た
時
代
や

ジ
ャ
ン
ル
な
ど
と
関
わ
り
、
各
文
芸
の
特
色
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
か
、
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
質
問
に
対
し
、
発
表
者
か
ら
も
多
様
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。

そ
の
一
つ
一
つ
を
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
議
論
は
深
ま
り

な
が
ら
、
い
い
意
味
で
多
岐
に
わ
た
る
問
題
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。

　

司
会
者
と
し
て
の
興
味
か
ら
ま
と
め
る
と
、
葛
藤
を
含
め
、
感
情
が
複

数
の
層
と
し
て
描
か
れ
、
読
者
や
観
客
に
提
示
さ
れ
る
点
に
ド
ラ
マ
を
生

み
出
す
原
動
力
の
一
つ
が
あ
る
よ
う
に
考
え
た
。
そ
の
層
は
、
一
人
の
人

物
の
う
ち
に
あ
っ
た
り
、
複
数
の
人
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
の
ぶ
つ
か
り
あ
い

や
す
れ
違
い
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
道
徳
や
倫

理
と
い
っ
た
あ
る
程
度
固
定
的
な
も
の
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
相
対
的
、
流
動
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
感
情
そ
の
も
の
を
饒
舌
に
説
明
し
た
り
掘
り
下
げ
た
り

す
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
各
ジ
ャ
ン
ル
の
様
式
に
適
し
た
方
法
に
よ

り
、
感
情
の
複
数
の
断
面
に
対
し
、
外
側
か
ら
ど
の
よ
う
に
光
を
当
て
て

映
し
出
そ
う
と
す
る
か
、
そ
こ
に
世
話
の
領
域
の
面
白
さ
を
解
く
鍵
が
あ

る
と
思
わ
れ
た
。

　

以
上
、
で
き
る
だ
け
当
日
の
様
子
を
再
現
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
報
告
と
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
各
発
表
や
質
問
な
ど
を

適
切
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
甚
だ
心
も
と
な
い
。
誤
解
や
勘
違
い
が
あ

れ
ば
、
ひ
と
え
に
司
会
者
の
力
不
足
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
全
体
を
振
り
返
っ
て
の
反
省
や
気
付
い
た
こ
と
を
、
今
後
に

つ
な
げ
る
た
め
の
覚
え
書
き
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
準
備
段
階
で
予
想
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
当
日
、
テ
ー
ブ
ル
の

時
間
が
足
り
ず
消
化
不
良
で
あ
っ
た
点
は
率
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

や
は
り
討
論
に
十
分
な
時
間
が
割
け
る
よ
う
、
時
間
の
配
分
に
は
余
裕
を

も
た
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
は
、
共
有
す
る
テ
ー
マ
に

つ
い
て
比
較
的
自
由
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て
、
と
て
も
有
効
で

あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
放
談
や
雑
談
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
な
ま
と
ま
り

も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
こ
の
形
式
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
選
択
や

ゆ
る
や
か
な
ル
ー
ル
な
ど
、
事
前
の
準
備
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠

と
な
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
参
加
者
全
員

で
試
行
錯
誤
し
て
い
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
に
即
効
性
を

求
め
る
の
は
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
り
、
テ
ー
ブ
ル
に
参
加
し
た
り
聞
い

た
り
す
る
こ
と
で
、
各
々
の
関
心
に
引
き
つ
け
て
何
か
を
持
っ
て
帰
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
十
分
に
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
発

表
者
も
含
め
参
加
者
各
々
が
テ
ー
ブ
ル
に
触
発
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
客
観
的
な
検
証
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
考
え
が
強
度

を
増
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

末
筆
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
委
員
の
先

生
方
を
は
じ
め
、
お
忙
し
い
中
発
表
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
テ
ー
ブ

ル
の
メ
ン
バ
ー
、
き
め
の
細
か
な
準
備
に
よ
っ
て
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
会

場
校
の
先
生
方
や
学
生
の
み
な
さ
ん
、
そ
し
て
テ
ー
ブ
ル
に
参
加
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

（
き
ご
し　

し
ゅ
ん
す
け
／
国
文
学
研
究
資
料
館
）
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