
書

評

深
草
正
博
著
『
ラ
ジ
オ
で
語
っ
た
日
本
の
社
会
と
文
化

Ｆ
Ｍ
三
重
・（
司
会
進
行
）
富
田
哲
也
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

「
フ
ォ
ー
カ
ス
・
オ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」
よ
り

』

内

海

勝

也

令
和
三
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
四
巻
第
一
号

抜
刷



書

評

皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
一
号

令

和

三

年

四

月

十

日

深
草

正
博

著
﹃
ラ
ジ
オ
で
語
っ
た
日
本
の
社
会
と
文
化

Ｆ
Ｍ
三
重
・
︵
司
会
進
行
︶
富
田
哲
也
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

﹁
フ
ォ
ー
カ
ス
・
オ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂
よ
り

﹄

内

海

勝

也

一

﹁
七
夕
と
カ
ル
ピ
ス
﹂
︒
こ
の
よ
う
な
意
外
な
言
葉
の
取
り
合
わ
せ
は
︑

評
者
が
大
学
生
の
頃
に
受
講
し
た
︑
著
者
深
草
正
博
氏
の
講
義
で
は
な
ぜ

か
印
象
に
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
常
識
を
覆
す
﹂
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に

講
義
を
行
っ
て
い
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
︑
受
講
生
の
印
象
に
残
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
ん
な
著
者
の
最
新
作
が
本
書
で
あ
る
︒
本
書
の
性
格
は
大
き
く
二
点
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
点
目
は
日
本
人
な
ら
知
っ
て
お
き
た
い
教
養
書
と
い
う

性
格
で
あ
る
︒
著
者
の
長
年
の
読
書
量
︵
二
〇
一
八
年
十
〇
月
二
一
八
九

冊
達
成
︶
に
基
づ
い
た
﹁
知
の
宝
庫
﹂
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
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二
点
目
は
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
点
で
書
か
れ
た
深
草
理
論
入
門
の
書
で
あ

る
と
い
う
性
格
で
あ
る
︒
著
者
は
フ
ラ
ン
ス
史
の
専
門
家
︵
後
の
十
六
を

見
よ
︶
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
日
本
を
み
る
視
点
を
併
せ
持
つ
︒
つ
ま
り
︑

世
界
を
見
つ
め
︑
日
本
を
見
つ
め
︑
郷
土
を
見
つ
め
る
︒
そ
ん
な
視
点
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

二

さ
て
︑
本
書
は
︑
平
成
三
〇
年
四
月
二
日
か
ら
三
十
一
年
三
月
二
五
日

ま
で
︑
Ｆ
Ｍ
三
重
で
毎
週
放
送
さ
れ
た
﹁
フ
ォ
ー
カ
ス
・
オ
ン
・
ジ
ャ
パ

ン
﹂
に
出
演
さ
れ
た
︑
著
者
の
五
二
回
分
の
記
録
で
あ
る
︒

本
書
は
二
部
構
成
で
あ
る
︒
一
部
は
著
者
の
作
っ
た
原
稿
を
も
と
に
構

成
さ
れ
て
い
る
︒
二
部
は
︑
放
送
を
そ
の
ま
ま
活
字
に
し
て
︑
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
の
富
田
哲
也
氏
と
深
草
氏
の
対
話
形
式
を
取
っ
て
い
る
︒
も
と
も
と

著
者
は
︑
放
送
を
書
籍
に
す
る
意
向
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
時
流
を
も
と

に
ラ
ジ
オ
で
語
る
半
年
の
契
約
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
放
送
記
録
は

三
ヶ
月
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一

部
︵
四
月
二
日
〜
十
二
月
二
四
日
ま
で
︶
は
︑
著
者
の
作
っ
た
原
稿
に
基

づ
い
て
文
章
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
二
部
︵
一
二
月
三
一
日
〜
翌
三
月

二
五
日
ま
で
︶
は
︑
著
者
の
ゼ
ミ
生
も
協
力
し
︑
残
っ
て
い
る
三
ヶ
月
分

の
放
送
記
録
を
そ
の
ま
ま
活
字
に
し
て
い
る
︒

本
書
は
︑
日
本
の
社
会
と
文
化
を
︑
一
般
の
人
に
ど
れ
だ
け
わ
か
り
や

す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
︑
著
者
の
苦
心
が
読
み
取

れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
ラ
ジ
オ
で
一
般
に
向
け
て
話
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
平

易
な
文
章
で
読
み
や
す
い
︒
な
お
か
つ
︑
専
門
的
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
参

考
文
献
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
教
養
書
と
専
門
書
の
中
間
と
で
も
い
え
る

性
格
を
持
っ
て
い
る
︒

本
書
は
︑ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
た
内
容
ご
と
に
目
次
立
て
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
目
次
か
ら
テ
ー
マ
の
み
を
列
挙
す
る
︒

一
︑
自
己
紹
介

二
︑
サ
ク
ラ
に
つ
い
て

三
︑
黄
砂
と
酸
性
雨

四
︑
地
方
に
つ
い
て
考
え
る

五
︑
五
月
五
日
﹁
こ
ど
も
の
日
﹂
と
は

六
︑
茶
と
健
康

七
︑﹁
犬
公
方
﹂
と
歴
史
の
見
方

八
︑
日
本
の
元
号
と
世
界
の
暦

九
︑
五
月
三
〇
日
・
ご
み
ゼ
ロ
に
向
け
て

一
〇
︑
虫
歯
予
防
の
日
に

十
一
︑
中
国
留
学
生
の
見
た
日
本

十
二
︑
入
梅
と
つ
ゆ
入
り

深
草

正
博

著
﹃
ラ
ジ
オ
で
語
っ
た
日
本
の
社
会
と
文
化
﹄︵
内
海
︶
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十
三
︑
森
と
文
明

十
四
︑
ア
メ
リ
カ
の
独
立
と
コ
ー
ヒ
ー

十
五
︑
﹁
七
夕
﹂
を
な
ぜ
﹁
タ
ナ
バ
タ
﹂
と
読
め
る
の
か

十
六
︑
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
記
念
日
﹂
に
つ
い
て

十
七
︑
な
ぜ
土
用
に
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
の
か

十
八
︑
Ju
ly
と
A
u
g
u
st

十
九
︑
原
爆
に
つ
い
て
考
え
る

二
〇
︑
甲
子
園
と
後
楽
園

二
一
︑
ワ
イ
ン
の
歴
史
︱
ワ
イ
ン
の
日
に
ち
な
ん
で
︱

二
二
︑
S
e
p
te
m
b
e
r
︱
九
月
の
由
来
︱

二
三
︑
﹁
重
陽
の
節
供
﹂
と
は

二
四
︑
月
と
暦

二
五
︑
地
震
と
歴
史

二
六
︑
曜
日
の
由
来

二
七
︑
読
書
の
秋

二
八
︑
十
日
夜
と
亥
の
子

二
九
︑
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
﹁
発
見
﹂
に
つ
い
て

三
〇
︑
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
発
想

︱
本
庶
佑
さ
ん
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
に
こ
と
よ
せ
て
︱

三
一
︑
病
気
と
世
界
史
︱
風
疹
の
流
行
を
前
に
し
て
︱

三
二
︑
二
四
節
気
と
七
二
候

三
三
︑
七
五
三
に
つ
い
て

三
四
︑
リ
ン
カ
ー
ン
の
﹁
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
﹂

三
五
︑
勤
労
感
謝
の
日
を
考
え
る

三
六
︑
明
治
維
新
を
考
え
る
︱
文
明
開
化
の
評
価
︱

三
七
︑﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
を
考
え
る
︱
七
〇
周
年
を
記
念
と
し
て
︱

三
八
︑
外
国
人
技
能
実
習
生
死
亡
の
背
景

︱
日
本
人
の
深
層
心
理
に
せ
ま
る
︱

三
九
︑
ク
リ
ス
マ
ス
に
つ
い
て

四
〇
︑
除
夜
の
鐘
と
は

四
一
︑
正
月
を
考
え
る

四
二
︑
成
人
の
日
と
小
正
月

四
三
︑
三
重
県
に
つ
い
て
︱
県
民
性
の
研
究
か
ら
︱

四
四
︑
四
四
〇
年
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
見
た
日
本

︱
ヴ
ァ
リ
ニ
ア
ー
ニ
と
フ
ロ
イ
ス
︱

四
五
︑
節
分
と
恵
方
巻

四
六
︑﹁
建
国
記
念
の
日
﹂
に
つ
い
て

四
七
︑﹁
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
﹂
と
﹁
涅
槃
会
﹂
に
つ
い
て

四
八
︑
二
月
と
い
う
月
に
つ
い
て

四
九
︑﹁
ひ
な
祭
り
﹂
と
は

五
〇
︑
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
三
大
危
機

五
一
︑
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
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五
二
︑
歴
史
の
見
方
・
考
え
方

読
者
は
こ
の
中
で
い
く
つ
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
︑
ま
た
ど
れ
だ
け

語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
つ
ね
日
頃
︑
著
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
﹁
常
識
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
メ
ス
を
入
れ
る
﹂
の
が
本
書
の
役
割
で

も
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
本
書
そ
の
も
の
が
固
定
観
念
を
崩
す
こ
と
を

テ
ー
マ
に
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
す
べ
て
の
項
目
に
お
い
て
︑
当
た
り

前
と
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
は
じ
ま
り
︑
そ
し
て
現
代
の
話
題
か
ら
歴
史

を
眺
め
つ
つ
︑
最
後
は
意
外
な
事
実
を
提
示
し
て
く
れ
る
︒
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
︑
読
者
自
身
が
自
ら
の
中
に
創
造
性
を
養
う
こ
と
も
︑
本
書
の
役

割
で
も
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
五
二
の
多
岐
に
わ
た
る
話
題
を
評
者
な
り
に
八
つ
の
テ
ー

マ
に
分
類
し
た
︒

︵
一
︶
環
境
︵
二
︶
日
本
の
文
化
と
歴
史
︵
三
︶
食
︑︵
四
︶
年
中
行
事

︵
五
︶
世
界
の
文
化
と
歴
史
︵
六
︶
暦
︵
七
︶
創
造
性
︵
八
︶
語
源

五
二
の
話
題
が
ど
の
テ
ー
マ
に
あ
た
る
か
︑
考
え
な
が
ら
読
ん
で
み
て

い
た
だ
き
た
い
︒

三

著
者
は
こ
れ
ま
で
四
冊
の
単
著
を
出
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
社
会
科
教
育
の
国
際
化
課
題
﹄
国
書
刊
行
会
︑
平
成
七
年

﹃
環
境
世
界
史
学
序
説
﹄
国
書
刊
行
会
︑
平
成
一
三
年

﹃﹁
文
化
と
環
境
﹂
の
教
育
論
﹄
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
平
成
二
一
年

﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
史
と
環
境
世
界
史
﹄
青
山
社
︑
平
成
二
八
年

い
ず
れ
も
骨
太
の
研
究
書
で
あ
る
︒
こ
の
四
冊
で
展
開
さ
れ
た
理
論
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
本
書
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ

こ
で
︑
あ
ら
た
め
て
深
草
正
博
氏
が
訴
え
て
い
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
深
草

理
論
と
は
一
体
何
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

著
者
の
主
張
を
評
者
な
り
に
要
約
す
る
と
︑﹁
文
化
相
対
主
義
の
立
場

か
ら
物
事
を
捉
え
る
﹂
で
あ
る
︒
著
者
は
環
境
問
題
や
進
歩
史
観
の
克
服

の
観
点
か
ら
約
三
〇
年
に
わ
た
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
か
ら
の
脱
却

を
訴
え
続
け
て
い
る
︒
そ
の
問
題
意
識
の
中
で
著
者
が
生
み
出
し
た
の

が
︑﹁
タ
テ
の
異
文
化
﹂﹁
ヨ
コ
の
異
文
化
﹂﹁
啓
蒙
的
偏
見
﹂
な
ど
の
概

念
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
書
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
深
草
理
論
を
評
者
な
り

深
草

正
博

著
﹃
ラ
ジ
オ
で
語
っ
た
日
本
の
社
会
と
文
化
﹄︵
内
海
︶
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に
七
つ
に
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
︒
①
文
化
相
対
主
義
を
根
本
と
す
る
理

論
︑
②
環
境
世
界
史
学
︑
③
﹁
啓
蒙
的
偏
見
﹂︑

④
﹁
温
新
知
故
﹂
の

認
識
構
造
論
︑
⑤
ク
リ
エ
ィ
テ
イ
ブ
理
論
︑
⑥
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
見
直
し
︑

⑦
﹁
ヨ
コ
の
異
文
化
﹂﹁
タ
テ
の
異
文
化
﹂︑
で
あ
る
︒
本
書
を
も
と
に
︑

以
上
の
七
つ
を
簡
略
に
説
明
す
れ
ば
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
︒

①
文
化
相
対
主
義
を
根
本
と
す
る
理
論
﹁
外
国
人
技
能
実
習
生
死
亡
の
背

景
﹂
︵
三
八
︶

﹁
文
化
相
対
主
義
﹂
と
は
︑
す
べ
て
の
文
化
に
優
劣
を
つ
け
ら
れ
ず
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
異
質
だ
け
れ
ど
も
︑
価
値
は
等
し
い
と
い
う
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
考
え
方
を
根
本
に
す
れ
ば
︑
偏
見
や
差
別
は
な
く
な
る
と
い

う
︒
こ
の
理
論
を
根
本
に
据
え
︑
著
者
は
様
々
な
視
点
を
読
者
に
提
供
す
る
︒

例
え
ば
︑
福
沢
諭
吉
の
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
を
引
き
合
い
に
出
し
︑
彼

の
説
く
﹁
野
蛮
﹂
↓
﹁
半
開
﹂
↓
﹁
文
明
﹂
を
進
歩
と
し
て
み
る
の
で
は

な
く
︑
文
化
人
類
学
で
提
唱
さ
れ
る
﹁
文
化
相
対
主
義
﹂
の
立
場
に
立
ち
︑

そ
れ
ぞ
れ
を
異
文
化
と
し
て
み
る
視
点
を
説
く
︒

②
環
境
世
界
史
学
﹁
森
と
文
明
﹂︵
一
三
︶

著
者
は
︑
安
田
喜
憲
氏
の
影
響
を
受
け
て
﹁
環
境
世
界
史
学
﹂
を
提
唱

し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
世
界
史
を
環
境
の
視
点
か
ら
捉
え
な
お
す
の
で

あ
る
︒

森
と
文
明
で
は
︑
森
の
消
失
の
現
状
を
読
み
解
き
︑
自
然
破
壊
の
淵
源

を
キ
リ
ス
ト
教
に
︑
そ
の
精
神
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
求
め
て
い

る
︒
特
に
地
中
海
で
栽
培
さ
れ
る
オ
リ
ー
ブ
や
ブ
ド
ウ
︑
イ
チ
ジ
ク
︒
こ

れ
ら
は
︑
一
万
年
前
の
大
規
模
な
森
林
破
壊
が
あ
り
︑
ナ
ラ
な
ど
の
森
が

失
わ
れ
︑
そ
し
て
︑
長
年
の
耕
作
で
土
地
が
疲
弊
し
︑
劣
悪
化
し
た
土
壌

に
お
い
て
も
︑
十
分
に
育
つ
も
の
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
評

者
に
と
っ
て
驚
き
で
あ
っ
た
︒

③
啓
蒙
的
偏
見
﹁
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
﹃
発
見
﹄
に
つ
い
て
﹂

︵
二
九
︶

著
者
の
大
き
な
課
題
意
識
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
﹂
の
克
服
と
︑

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
復
権
で
あ
る
︒
著
者
は
﹁
進
歩
﹂﹁
合
理
性
﹂
﹁
科

学
性
﹂﹁
理
性
﹂
な
ど
は
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
思
想
に
そ
の
源

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
一
つ

の
見
方
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
﹁
偏
見
﹂
と
呼
ぶ
な
ら
︑
啓
蒙
思
想
的
観

点
を
︑﹁
啓
蒙
的
偏
見
﹂
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歴
史
の
進
歩
的

見
方
の
み
な
ら
ず
︑
合
理
的
︑
理
性
的
捉
え
方
を
も
含
め
て
︑
そ
う
し
た

見
方
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
よ
り
包
括
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
し
て
い
る
︵﹃
社
会
科
教
育
の
国
際
化
課
題
﹄

第
三
章
︶︒

本
書
で
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
を
﹁
侵
略
者
﹂
と
見
る
視
点
︑
大
航
海
時
代
に
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始
ま
る
西
欧
の
世
界
侵
略
に
よ
っ
て
︑
本
来
そ
こ
に
あ
っ
た
地
名
が
無
視

さ
れ
て
︑
西
欧
的
価
値
観
に
よ
っ
て
自
分
勝
手
な
名
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と

な
ど
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
︒

④
﹁
温
新
知
故
﹂
の
認
識
構
造
﹁﹃
犬
公
方
﹄
と
歴
史
の
見
方
﹂︵
七
︶

﹁
温
故
知
新
﹂
︵
﹃
論
語
﹄︶
と
い
う
言
葉
が
あ
る
︒﹁
故
き
を
温
ね
新
し

き
を
知
る
﹂
︑
す
な
わ
ち
︑
古
い
物
事
を
調
べ
て
︑
そ
こ
か
ら
新
し
い
知

識
や
見
解
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
今
は
こ
の
逆
の
認
識
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
著
者
の
問
題
意
識
か
ら
創
り

出
さ
れ
た
概
念
が
︑
﹁
温
新
知
故
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
温
故
知
新
﹂
を

ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
温
新
知
故
﹂
と
は
︑
現
実
に
絶
え
間
な
く
生
起
す
る
問
題
を
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︵
﹁
温
新
﹂︶︑そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
枠
組
み︵
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
︶
に
よ
っ
て
︑
過
去
を
見
る
︵﹁
知
故
﹂︶
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒
そ
の

観
点
か
ら
︑
﹁
天
下
の
悪
法
﹂
と
評
価
さ
れ
て
き
た
犬
公
方
・
徳
川
綱
吉

の
﹁
生
類
憐
れ
み
の
令
﹂
を
考
え
て
み
る
︒
つ
ま
り
︑
現
在
の
動
物
保
護

の
観
点
か
ら
見
る
と
︑
こ
れ
ま
で
と
逆
の
評
価
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

⑤
ク
リ
エ
ィ
テ
イ
ブ
理
論
﹁
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
発
想
﹂︵
三
〇
︶

教
育
者
は
ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
た
い
︒
ま
た
︑
子
ど
も
た
ち
に
も

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
︒
本
書
で
は
︑
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
者
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
理
論
を
紹
介
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
二
〇
一
二

年
iP
S
細
胞
の
研
究
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
た
山
中
伸
弥
氏
の
小
学
生
の

質
問
に
答
え
た
内
容
が
︑
評
者
に
は
非
常
に
興
味
深
い
︒
そ
れ
は
︑
①
常

識
に
と
ら
わ
れ
な
い
︑
②
教
科
書
を
う
の
み
に
し
な
い
︑
③
先
生
の
言
う

こ
と
を
聞
く
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
け
ど
︑
時
に
は
疑
う
こ
と
も
大
切
で

あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
換
言
す
る
と
︑
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
な
る

た
め
に
は
︑
①
﹁
前
提
﹂
を
問
う
こ
と
︑
②
﹁
当
た
り
前
﹂
を
問
う
こ
と
︑

③
﹁
意
味
﹂
を
問
う
こ
と
︑
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
紹
介

さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
︑
読
者
の
関
心
を
そ
そ
る
︒

⑥
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
見
直
し
﹁
地
方
に
つ
い
て
考
え
る
﹂︵
四
︶

地
方
を
脅
か
す
危
機
は
︑
人
口
減
少
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
で
あ
る

と
著
者
は
い
う
︒
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
地
方
の
経
済
や
社
会
を
根
底
か

ら
揺
さ
ぶ
り
︑地
方
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
を
招
い
て
し
ま
っ
た
︒

ま
た
︑
若
者
の
自
己
肯
定
感
が
低
い
現
状
も
本
節
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

そ
こ
で
︑
著
者
は
地
方
の
危
機
を
救
い
︑
若
者
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
る

方
策
と
し
て
︑﹁
ふ
る
さ
と
﹂
を
見
直
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑

著
者
は
ふ
る
さ
と
を
﹁
同
じ
言
葉
︵
方
言
︶
の
通
じ
る
範
囲
﹂
と
再
定
義

を
行
う
︒
そ
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
︑
地
方
の
文
化
が
改
め
て

見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
地
方

を
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
し
て
捉
え
直
す
動
き
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に

深
草

正
博

著
﹃
ラ
ジ
オ
で
語
っ
た
日
本
の
社
会
と
文
化
﹄︵
内
海
︶
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始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
か
ら
の
ふ
る
さ
と
を
考
え
る
際
に
重
要
な
言

葉
と
し
て
﹁
地
球
的
規
模
で
考
え
つ
つ
も
︑
行
動
は
地
元
か
ら
﹂
と
い
う

﹁
T
h
in
k
g
lo
b
a
lly
,
a
ct
lo
ca
lly
﹂
を
著
者
は
紹
介
す
る
︒
ふ
る
さ
と
に
思

い
を
馳
せ
る
こ
と
が
︑
地
方
を
救
う
一
助
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

⑦
﹁
ヨ
コ
の
異
文
化
﹂﹁
タ
テ
の
異
文
化
﹂﹁
歴
史
の
見
方
・
考
え
方
﹂︵
五
二
︶

異
文
化
理
解
の
基
本
は
︑
い
か
な
る
地
域
に
も
存
在
す
る
文
化
も
︑
か

け
が
え
の
な
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
横
の
関

係
︑
例
え
ば
日
本
人
は
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
に
箸
を
使
う
︑
韓
国
で
は
ご

飯
を
食
べ
る
と
き
に
は
さ
じ
を
使
う
︑
と
い
う
よ
う
な
違
い
が
あ
る
︒
同

時
代
の
横
の
関
係
を
﹁
ヨ
コ
の
異
文
化
﹂
と
著
者
は
名
付
け
て
い
る
︒
他

方
︑
歴
史
的
に
︑
時
代
が
タ
テ
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
部
分
を
︑
そ
れ
ぞ

れ
時
代
ご
と
の
﹁
タ
テ
の
異
文
化
﹂
と
名
付
け
て
い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
を
し
て
い
て
︑
現
在
か
ら
見
て

劣
っ
て
い
る
︑
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
な
く
︑
異
文
化
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
ま
た
新
た
な
る
も
の
を
見
直
す

こ
と
が
で
き
︑
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

本
書
で
は
日
本
・
世
界
の
文
化
や
歴
史
を
中
心
と
し
た
多
岐
に
わ
た
る

分
野
を
扱
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
著
者
が
生
粋
の
読
書
家
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
︒
著
者
の
研
究
室
に
足
を
踏
み
入
れ
た
も
の
は
驚
愕
す
る
︒
氏
の
研
究

室
は
机
以
外
本
な
の
で
あ
る
︒︵
誇
張
表
現
と
思
う
方
は
直
接
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
た
い
︒︶
著
者
は
学
生
時
代
よ
り
週
に
一
冊
を
目
標
に
読
書

を
行
っ
て
い
る
︒
︵﹁
読
書
の
秋
﹂
二
七
︶
ま
た
︑
著
者
は
長
年
に
わ
た
り
︑

明
治
維
新
を
中
心
と
し
た
文
明
論
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
︒
福
沢

諭
吉
︑
中
江
兆
民
︑
夏
目
漱
石
を
対
比
し
な
が
ら
現
代
世
界
の
進
む
べ
き

方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
﹁
明
治
維
新
を
考
え
る
﹂︵
三
六
︶︒

深
草
正
博
氏
の
講
義
を
一
度
で
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
人
に
は
︑
ぜ
ひ

と
も
手
に
と
っ
て
ほ
し
い
一
冊
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
書
は
︑
深
草
理

論
入
門
書
で
あ
り
︑
総
決
算
で
も
あ
る
︒
ぜ
ひ
一
読
を
進
め
た
い
︒

︵
う
つ
み

か
つ
や
・
兵
庫
教
育
大
学
附
属
小
学
校

皇
學
館
大
学
教
育
学
研
究
科
教
育
学
専
攻
修
士
課
程
︶
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