
175

書 

評

野
村
敬
子
著

『
語
り
の
廻
廊
―
「
聴
き
耳
」
の
五
十
年
―
』

高 

塚
　
さ 

よ 

り

１　

昔
話
を
聴
く
営
み

　

昔
話
を
聴
く
と
い
う
営
み
は
、
こ
ん
な
に
も
人

間
の
声
と
生
き
様
に
迫
り
、
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り

に
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
の

営
み
の
重
み
と
意
義
に
つ
い
て
強
く
実
感
さ
せ
ら

れ
た
。

　

著
者
、
野
村
敬
子
氏
は
山
形
県
真
室
川
町
に
生

ま
れ
、
國
學
院
大
學
で
臼
田
甚
五
郎
氏
に
師
事
し

た
。
大
学
卒
業
後
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
夫
・
野

村
純
一
氏
と
共
同
研
究
に
取
り
組
み
、
家
庭
人
や

女
性
の
立
場
・
視
点
か
ら
研
究
を
展
開
し
て
い
く
。

本
書
に
は
、
著
者
が
五
十
年
と
い
う
営
み
に
お
い

て
出
会
っ
た
人
々
、
耳
を
傾
け
て
き
た
語
り
が
、

口
承
文
芸
研
究
者
の
眼
差
し
に
よ
り
人
間
の
生
き

た
証
と
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
著
者
の

研
究
の
歩
み
と
生
き
様
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

２　
「
声
の
文
芸
」
を
求
め
て

　

本
書
は
、
ま
ず
、
著
者
自
身
が
学
生
で
あ
っ
た

昭
和
三
十
三
年
に
体
験
し
た
昔
話
採
訪
と
そ
の
録

音
記
録
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
再
生
さ

れ
甦
っ
た
声
。
宝
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
録
音
機

を
前
に
、
話
者
も
聴
き
手
も
緊
張
し
て
い
た
。
著

者
は
聴
き
手
の
一
人
と
し
て
後
方
で
息
を
潜
め
て

い
た
。
そ
の
再
生
さ
れ
た
記
録
に
つ
い
て
、
著
者

は
「
口
承
文
芸
学
の
研
究
史
か
ら
は
「
語
り
手
の

言
葉
を
声
の
実
態
と
し
て
」「
聴
き
手
」の「
聴
き
耳
」

で
顕
在
化
し
た
最
初
の
記
録
と
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
私
が
こ
の
採
訪
に
参
加
し
て
い
た

僥
倖
は
計
り
知
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。」
と
振
り

返
っ
て
い
る
。
録
音
と
い
う
技
術
が
口
承
文
芸
研

究
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
研
究
史
を
考
え
る

上
で
も
不
可
欠
な
問
題
で
あ
る
。
著
者
の
口
承
文

芸
研
究
が
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
に
お
い
て
、
録
音
と

い
う
方
法
が
活
用
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
と
重
な
っ

て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
く
、
著
者
に
と
っ
て

は
以
後
の
方
向
性
を
左
右
す
る
口
承
文
芸
研
究
の

原
点
と
も
い
え
る
体
験
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
著
者
は
、
語
り
手
の
言
葉
、
語
り
を
、

声
の
実
態
、
人
間
の
生
の
証
と
し
て
、
聴
き
手
の

聴
き
耳
で
顕
在
化
し
て
い
く
営
み
を
歩
み
出
す
。

　

著
者
は
、
昔
話
を
聴
く
こ
と
へ
の
強
い
思
い
と

共
に
、
口
承
文
芸
研
究
史
に
お
け
る
自
ら
の
研
究

姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
書
を
貫
く

テ
ー
マ
に
も
な
っ
て
お
り
、
凡
そ
次
の
四
点
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
口
承
文
芸
を
「
声
の

文
芸
」「
対
面
文
芸
」
の
基
軸
に
据
え
る
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
語
り
手
」「
声
」

不
在
の
昔
話
研
究
に
対
す
る
疑
問
と
、
師
・
臼
田

甚
五
郎
氏
が
説
か
れ
た
実
感
実
証
の
学
び
―
「
語

り
手
」
を
訪
ね
「
聴
き
手
」
と
し
て
魂
の
ふ
れ
あ

う
人
間
関
係
な
し
に
、
昔
話
の
研
究
は
成
し
え
な

い
と
い
う
教
え
―
へ
の
賛
同
の
精
神
が
あ
る
。
そ

し
て
、「
私
の
実
感
実
証
は
ま
ず
「
語
り
手
」
発

見
に
情
熱
を
注
ぐ
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
」
と
述

べ
る
著
者
の
研
究
は
、
常
に
、
生
身
の
人
間
の
存

在
を
強
く
意
識
し
、
人
間
一
人
一
人
と
対
峙
す
る
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こ
と
が
基
底
に
あ
る
。
口
承
文
芸
研
究
と
い
う
方

法
で
人
間
の
存
在
と
生
き
様
に
迫
る
に
は
「
語
り

手
」「
聴
き
手
」「
声
」
へ
の
視
点
は
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
は
「
声
の
文
芸
」「
対
面
文
芸
」
と

し
て
の
口
承
文
芸
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
昔
話

の
語
り
言
葉
に
つ
い
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
の

伝
承
言
語
を
第
一
義
と
し
て
い
る
」
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
単
に
伝
統
的
な
昔
話
の
語
り
口
、
形
式

面
か
ら
の
関
心
だ
け
で
は
な
い
。
定
型
化
さ
れ
た

昔
話
の
語
り
に
、
語
り
手
個
人
、
一
人
の
人
間
と

し
て
の
声
を
聴
き
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
「
よ
り

深
い
真
情
の
濃
や
か
さ
」
を
理
解
し
た
い
と
い
う

考
え
方
に
よ
る
も
の
だ
。「
生
活
語
と
し
て
の
伝

承
言
語
」
だ
か
ら
こ
そ
よ
り
強
く
深
く
表
れ
る
、

生
き
る
表
現
力
と
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
み
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
定
位
置
採
訪
と

い
う
方
法
、
そ
の
対
象
を
自
身
の
出
身
地
真
室
川

町
を
含
む
山
形
県
北
地
方
に
設
定
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
著
者
が
真
室
川
と
い
う
昔
話
伝
承
の
濃

厚
な
地
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
は
、
著
者
の
口
承

文
芸
研
究
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
真
室
川
を
特
別
な
採
訪
地
と
し

た
の
は
、
昔
話
の
伝
承
が
豊
富
で
あ
る
か
ら
だ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
一
人
の
人
間
と
し

て
の
語
り
手
、
さ
ら
に
は
人
間
の
生
き
た
証
と
し

て
「
声
の
文
芸
」
を
追
い
求
め
る
姿
勢
が
、
自
ら

が
生
ま
れ
育
ち
、
生
活
空
間
と
生
活
語
を
共
有
し

て
き
た
、
真
室
川
と
い
う
地
に
向
か
わ
せ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
定
位
置
採
訪
と
い
う
方
法
は
、

真
室
川
に
生
き
た
人
々
の
語
り
と
生
き
様
だ
け
で

な
く
、
真
室
川
と
い
う
地
域
の
歴
史
、
或
い
は
、

真
室
川
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
伝
承
世
界
を
描
く

こ
と
も
成
功
し
て
い
る
。
一
方
で
、
真
室
川
以
外

の
語
り
手
、
事
例
も
あ
り
、
著
者
の
研
究
の
歩
み

と
共
に
出
会
っ
た
語
り
手
の
広
が
り
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
四
つ
目
が
「
男
語
り
・
女
語
り
」
で

あ
る
。
本
書
の
語
り
手
た
ち
は
、
男
性
或
い
は
女

性
と
い
う
各
々
の
性
を
背
負
い
、
そ
の
人
生
が
時

と
し
て
性
差
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
時
代
を
生
き

て
き
た
。
ま
た
、
個
人
差
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
現

代
に
お
い
て
も
、
男
性
、
女
性
で
あ
る
が
故
の
運

命
や
苦
悩
な
ど
、
性
差
が
生
み
出
す
固
有
の
問
題

も
少
な
く
な
い
。
著
者
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く

上
で
不
可
避
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
性
差
の
視
座

を
用
意
し
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
語
り
を
「
男
語
り
・

女
語
り
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
語
り
を
通
し

て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
や
時
代
認
識
を
問
お

う
と
し
て
い
る
。

３　

本
書
の
構
成
と
内
容　
　

　

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に　

Ⅰ　

男
語
り　
　

一　

僧
侶
の
口
演
童
話
―
鮭
延
瑞
鳳
師

二　

修
験
影
響
下
の
語
り
手
―
富
樫
豊
さ
ん

三　

 

オ
ン
ズ
・
四
男
の
夢
語
り
―
国
鉄
駅
前
の

語
り
手　

近
岡
富
治

四　

 

ま
す
ら
た
け
お
の
昔
話
―
ジ
ャ
ン
グ
ル
の

語
り
手　

新
田
小
太
郎
さ
ん

五　

 

三
男
坊
の
昔
話
―
今
義
孝
さ
ん
の
伝
承
世
界

六　

 

書
承
昔
話
の
可
能
性
―
外
吉
か
ら
小
太
郎
へ

Ⅱ　

女
語
り

一　

 

姉
家
督
当
主
の
伝
承
―
土
田
ア
サ
ヨ
女
・

マ
サ
エ
女
の
語
り

二　

 

家
の
霊
性
語
り
―
長
女
マ
ツ
女
か
ら
嫁
ク

ラ
夫
人
へ

三　
「
口
語
り
」
―
前
新
ト
ヨ
さ
ん
の
語
り

四　

 

出
産
の
場
と
昔
話
の
語
り
手
―
富
樫
イ
ネ

さ
ん
の
場
合
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五　

 「
ふ
る
さ
と
創
生
昔
話
」
の
語
り
手
―
高

橋
シ
ゲ
子
さ
ん

六　
 

外
国
人
花
嫁
の
語
り
―
山
形
の
お
か
あ
さ

ん
・
オ
リ
ー
ブ
さ
ん

七　

 「
多
国
籍
社
会
日
本
」
の
昔
話
―
金
基
英

さ
ん
の
語
り

Ⅲ　

語
り
手
へ
の
ま
な
ざ
し　

一　

昔
話
の
語
り
手

あ
と
が
き
、
初
出
一
覧

　

構
成
上
の
特
徴
の
一
つ
が
、「
男
語
り
」「
女
語

り
」
と
し
て
、
語
り
手
の
性
差
を
意
識
化
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。「
男
語
り
」
で
は
、
新
憲
法
発

布
の
昭
和
二
十
二
年
ま
で
は
男
性
固
有
の
世
界
が

あ
っ
た
こ
と
を
「
話
し
語
り
の
声
の
領
域
」
か
ら

み
よ
う
と
し
て
い
る
。
女
性
を
遮
断
す
る
男
性
の

宗
教
世
界
や
徴
兵
制
度
な
ど
、
男
性
固
有
の
世
界

や
精
神
を
、
男
尊
女
卑
で
片
付
け
ず
に
、
男
性
に

生
ま
れ
た
故
に
定
め
ら
れ
た
運
命
、
男
性
故
に
不

可
避
な
生
き
方
を
強
い
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
領
分
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
点
が
興
味
深

い
。「
男
語
り
」
の
中
で
、
男
性
と
い
う
性
を
生

き
た
人
間
と
時
代
を
見
つ
め
る
著
者
の
眼
差
し
は

深
く
、
投
げ
掛
け
た
問
題
は
大
き
い
。「
女
語
り
」

で
は
、
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
、
女
性
独
自

の
世
界
を
語
り
の
世
界
に
見
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
の
中
で
女
性
と
い
う
性
を
生

き
た
人
々
を
見
つ
め
、
そ
の
語
り
か
ら
女
性
と
い

う
性
を
追
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
女
性
と
し

て
共
感
で
き
る
心
の
動
き
、
女
性
の
持
つ
超
自
然

的
な
力
の
感
覚
、
女
性
が
生
き
て
い
く
上
で
抱
え

ざ
る
を
え
な
い
問
題
な
ど
、
女
性
と
し
て
の
当
事

者
的
な
視
点
を
交
え
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
構
成

上
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
語
り
手
ご
と
の

章
立
て
と
「
Ⅲ
語
り
手
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
あ
る
。

著
者
の
「
語
り
手
」
へ
の
視
座
は
、
多
く
の
昔
話

を
語
る
人
と
し
て
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。「「
生

き
る
」
表
現
力
が
「
語
る
こ
と
」」
で
あ
り
、
語

り
手
一
人
一
人
の
声
、
豊
か
な
語
り
の
表
現
と
力

に
人
間
の
生
き
る
証
を
み
よ
う
と
し
た
、
著
者
の

信
念
と
研
究
姿
勢
に
基
づ
く
構
成
で
あ
る
。「
私

の
実
感
実
証
は
ま
ず
「
語
り
手
」
発
見
に
情
熱
を

注
ぐ
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
感
性
豊
か
な
声
の

表
現
領
域
で
優
れ
て
見
事
な
語
り
手
た
ち
と
、
い

ろ
い
ろ
な
出
会
い
に
結
ば
れ
て
き
た
。」
そ
の
結

果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
目
次
だ
が
、
一
瞥
す

る
だ
け
で
「
口
演
童
話
」「
国
鉄
駅
前
の
語
り
手
」

「
三
男
坊
の
昔
話
」「
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
語
り
手
」「
書

承
昔
話
」「
口
語
り
」「
外
国
人
花
嫁
」
な
ど
の
刺

激
的
な
言
葉
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
、

口
承
文
芸
研
究
或
い
は
民
俗
学
に
お
い
て
必
ず
し

も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
え
な

い
領
域
で
あ
る
。
著
者
の
こ
う
し
た
研
究
の
方
向

性
は
、
ど
の
程
度
意
図
的
な
の
か
は
別
に
し
て
、

前
述
し
て
き
た
よ
う
な
著
者
独
自
の
研
究
姿
勢
や

「
語
り
手
」「
声
」
に
対
す
る
独
自
の
認
識
か
ら
き

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
終
章
の
「
語
り
手
へ
の
ま

な
ざ
し
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
語
り
手
研
究
の
成

果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
何
故
、
人
々
は
昔
話
を
語
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
問
う
。
そ
し
て
著

者
の
「
昔
話
研
究
と
は
聴
き
耳
に
享
受
し
た
昔
話

の
運
命
を
、
語
り
手
と
共
有
す
る
責
任
が
あ
る
こ

と
を
肝
に
命
じ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
は
、
口
承

文
芸
研
究
者
へ
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

　

著
者
が
ど
の
よ
う
な
出
会
い
を
重
ね
て
き
た
の

か
、
以
下
、
そ
の
聴
き
耳
に
よ
る
「
語
り
の
廻
廊
」

の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
み
た
い
。「
僧
侶
の
口
演
童
話
」

で
は
、
真
室
川
地
域
の
口
承
文
芸
の
伝
承
に
学
校

の
実
演
童
話
や
口
演
童
話
が
深
く
関
わ
り
、
そ
の

形
成
に
は
一
人
の
僧
侶
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
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説
く
。
僧
侶
瑞
鳳
師
が
、
学
校
教
育
・
標
準
語
へ

の
疑
問
を
感
じ
て
い
た
最
中
に
柳
田
國
男
氏
の
提

唱
に
心
を
動
か
し
、「
人
間
の
心
に
向
け
た
童
話

活
動
」、「
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
方
言
に
よ
る
昔
話
」

に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら

か
に
し
た
。
口
演
童
話
と
口
承
文
芸
、
方
言
に
よ

る
昔
話
の
意
義
を
説
い
た
点
が
興
味
深
い
。「
修
験

影
響
下
の
語
り
手
」
は
、富
樫
豊
氏
の
語
り
の
ル
ー

ツ
と
特
徴
に
、
生
家
と
父
親
の
生
き
様
を
重
ね
て

検
証
し
て
い
る
。「
オ
ン
ズ
・
四
男
の
夢
語
り
」
は
、

農
家
の
四
男
坊
が
、
国
鉄
の
駅
前
空
間
と
い
う
場

で
、
自
ら
の
生
活
空
間
＝
居
場
所
と
語
り
を
育
ん

で
い
っ
た
半
生
を
考
察
し
た
。
駅
と
い
う
場
へ
の

着
眼
、
著
者
自
身
の
父
親
を
語
り
手
と
し
て
対
象

化
し
て
い
る
点
が
斬
新
で
あ
る
。「
ま
す
ら
た
け
お

の
昔
話
」
で
は
、
戦
場
に
お
け
る
語
り
を
取
り
上

げ
る
。
戦
場
と
い
う
、
人
間
の
生
が
極
限
状
態
に

ま
で
追
い
込
ま
れ
る
、
一
見
昔
話
な
ど
と
は
遠
い

世
界
と
思
わ
れ
る
場
の
語
り
に
は
、
自
分
が
言
葉

を
発
す
る
こ
と
で
生
き
る
実
感
を
回
復
す
る
人
間

の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
民
俗
社
会
に
お
け
る
ト

ギ
の
心
意
に
重
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
著
者
は

「
言
葉
が
紡
ぐ
戦
争
を
意
識
化
す
る
営
み
」
と
向
き

合
う
中
で
「
男
性
集
団
が
経
験
し
た
、
言
葉
を
め

ぐ
る
特
異
な
昭
和
史
」
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
と
訴
え
る
。
戦
争
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
口

承
文
芸
研
究
、
民
俗
学
が
ま
だ
多
く
の
課
題
を
残

し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
つ
け
て
い
る
。「
三

男
坊
の
昔
話
」
の
語
り
手
今
義
孝
氏
は
、「
ま
す
ら

た
け
お
の
昔
話
」
の
新
田
小
太
郎
氏
と
共
に
戦
場

で
の
語
り
を
経
験
し
た
戦
友
で
あ
る
。
長
男
の
新

田
氏
に
対
し
て
三
男
坊
の
今
氏
の
昔
話
は
、
三
男

の
人
生
を
反
映
さ
せ
た
顕
著
な
特
性
が
あ
る
。
祖

母
か
ら
聞
い
た
昔
話
は
単
な
る
昔
話
の
伝
承
体
験

で
は
な
く
、
祖
母
と
の
密
接
な
人
間
関
係
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
。
戦
場
で
の
生
死
を
賭
け
た
決
断

に
も
祖
母
と
の
昔
話
伝
承
体
験
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

著
者
自
身
が
戦
争
体
験
を
聞
か
さ
れ
て
成
長
し
た

経
験
か
ら
、
軍
隊
特
有
の
話
群
や
口
承
世
界
の
戦

争
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
今

後
の
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。「
書
承
昔
話
の
可
能
性
」
は
、
人
間
の
持
つ

昔
話
の
継
承
に
対
す
る
厳
し
く
激
し
い
思
い
を
取

り
上
げ
つ
つ
、
昔
話
の
資
料
化
の
孕
む
問
題
や
可

能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。「
人
に
と
っ
て
の

昔
話
と
は
、
自
己
の
存
在
証
明
と
し
て
の
心
的
な

地
平
に
根
ざ
す
、
不
思
議
で
矛
盾
に
満
ち
た
文
芸

活
動
で
あ
る
」
と
い
う
著
者
の
言
葉
が
印
象
的
で

あ
る
。「
姉
家
督
当
主
の
伝
承
」
は
姉
家
督
と
い
う

民
俗
を
口
承
文
芸
の
視
点
か
ら
捉
え
る
。
家
の
繁

栄
に
繋
が
る
昔
話
は
語
ら
れ
る
べ
く
し
て
語
ら
れ
、

家
を
継
い
だ
リ
ー
ダ
ー
の
気
概
が
家
と
昔
話
の
伝

承
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「
家
の
霊
性

語
り
」
は
先
人
研
究
者
の
軌
跡
を
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

に
追
う
。「
姉
家
督
相
続
者
の
家
系
伝
承
の
継
承
管

理
権
」に
繋
が
る
問
題
、女
性
伝
承
に
お
け
る
霊
性
、

巫
女
性
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
い
る
。「「
口
語
り
」」

は
、「
女
が
女
の
血
で
継
ぐ
超
自
然
」
が
日
常
と
の

関
わ
り
で
語
ら
れ
る
様
を
明
ら
か
に
す
る
。
女
性

研
究
者
と
し
て
、
女
性
の
持
つ
特
性
と
語
り
の
世

界
を
対
象
化
し
て
い
る
。
著
者
自
身
の
思
考
の
プ

ロ
セ
ス
や
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
枠
で
は
論
じ
き
れ

な
い
面
な
ど
も
吐
露
さ
れ
、
問
題
の
深
さ
が
窺
え

る
。「
口
語
り
」
と
い
う
視
座
が
伝
承
言
語
の
根
源

的
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
、「
聴

く
こ
と
」
の
意
義
を
自
身
に
問
う
て
い
る
。「
出
産

の
場
と
昔
話
の
語
り
手
」
で
は
、
産
婆
の
語
り
を

伝
承
す
る
富
樫
イ
ネ
氏
の
語
り
を
通
し
て
、
出
産

の
場
に
お
け
る
語
り
と
語
り
手
の
機
能
に
つ
い
て
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考
察
し
て
い
る
。
富
樫
イ
ネ
氏
は
、
男
語
り
で
論

じ
た
修
験
影
響
下
の
語
り
手
富
樫
豊
氏
の
姉
に
あ

た
り
、「
神
様
ム
ガ
シ
」
を
男
女
と
い
う
性
の
側
面

か
ら
捉
え
た
形
に
も
な
っ
て
い
る
。「「
ふ
る
さ
と

創
生
昔
話
」の
語
り
手
」で
は
、「
ふ
る
さ
と
伝
承
館
」

と
い
う
場
で
の
昔
話
伝
承
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

自
発
的
語
り
手
、
家
の
中
だ
け
で
は
完
結
し
な
い

語
り
、「
家
」
か
ら
疎
外
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
語
り

な
ど
、
口
承
文
芸
や
民
俗
学
が
対
象
外
と
し
て
き

た
側
面
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
語
り
手
の
中
の
一
人
で
あ
る
高
橋
シ
ゲ
子

氏
を
「
ふ
る
さ
と
創
生
昔
話
の
語
り
手
」
と
し
て

位
置
付
け
、
そ
の
語
り
に
無
償
の
愛
が
宿
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。「
外
国
人
花
嫁
の
語
り
」
は
、

外
国
人
花
嫁
と
い
う
存
在
、
そ
れ
ら
が
抱
え
る
社

会
的
或
い
は
個
人
的
問
題
に
迫
る
。
著
者
は
、
ア

ジ
ア
人
花
嫁
の
子
育
て
を
巡
る
問
題
と
し
て
、
語

り
の
側
面
か
ら
の
接
近
を
試
み
た
と
述
べ
て
い
る
。

著
者
自
身
、
外
国
人
花
嫁
の
伝
承
に
自
覚
的
に
加

担
し
つ
つ
、
研
究
者
と
し
て
の
目
線
を
確
保
し
な

が
ら
論
じ
て
い
る
。
自
ら
の
語
り
が
文
字
化
さ
れ

た
民
話
絵
本
を
前
に
、
母
国
の
民
話
を
子
供
に
伝

え
た
い
と
い
う
思
い
を
膨
ら
ま
せ
、
母
国
の
民
話

を
生
き
る
た
め
に
体
得
し
た
農
家
の
花
嫁
言
葉
で

綴
っ
て
い
く
外
国
人
花
嫁
。
そ
う
し
た
一
人
の
女

性
の
姿
を
見
守
る
著
者
が
い
る
。
著
者
は
さ
ら
に
、

外
国
人
花
嫁
オ
リ
ー
ブ
氏
の
語
り
の
行
く
末
、
国

際
化
、
国
際
結
婚
、
外
国
人
花
嫁
の
抱
え
る
課
題

を
見
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。「「
多
国
籍
社
会
日

本
」
の
昔
話
」
は
、
国
際
結
婚
が
増
徴
す
る
中
で
、

子
産
み
子
育
て
の
母
の
昔
話
新
時
代
到
来
を
指
摘

し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
と
日
本
の
間
に
横
た
わ
る
歴

史
の
溝
は
消
し
難
く
、
口
承
文
芸
の
世
界
に
も
そ

の
苦
渋
が
に
じ
み
出
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
多

国
籍
語
り
と
い
う
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
そ
し
て
多
国
籍
昔
話
を
語
り
聴
く
営

み
は
「
世
界
性
」
の
認
識
と
「
感
動
の
法
則
」
を

見
出
す
営
み
で
も
あ
る
と
結
ぶ
。

４　

人
間
の
存
在
を
証
す
も
の
と
し
て　

　

本
書
に
は
「
聴
き
耳
」
実
践
の
五
十
年
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
人
間
の
存
在
を
証
す

も
の
と
し
て
昔
話
を
聴
い
て
い
る
」
と
い
う
著
者

の
思
い
と
覚
悟
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
人

間
の
姿
と
語
り
が
あ
り
、「
自
分
ら
し
い
生
を
貫

く
方
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま

た
、
時
代
の
問
題
点
を
鋭
く
見
抜
く
著
者
の
眼
差

し
と
感
性
が
、「
個
」
の
生
き
様
と
語
り
を
通
し
て
、

時
代
と
地
域
の
あ
り
様
や
闇
の
部
分
を
も
照
射
す

る
。
著
者
固
有
の
聴
き
耳
に
よ
る
実
践
・
研
究
は
、

人
間
の
生
き
様
を
証
す
が
、
著
者
自
身
の
生
き
様

で
も
あ
り
、「
口
承
文
芸
研
究
」
に
は
収
ま
り
き

ら
な
い
と
す
ら
感
じ
る
。
そ
こ
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
真
髄
が
あ
る
。
著
者
は
繰
り
返
し
、
昔

話
や
語
り
が
人
間
に
と
っ
て
生
き
る
証
で
あ
る
こ

と
に
迫
り
、昔
話
を
語
り
聴
き
、伝
え
て
い
く
意
義
、

口
承
文
芸
研
究
の
意
義
を
問
う
。
研
究
者
と
い
う

聞
き
手
・
聴
き
耳
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、

一
人
の
人
間
と
し
て
様
々
な
人
間
と
の
出
会
い
を

積
み
重
ね
、
そ
の
声
を
聴
く
中
で
育
ま
れ
て
き
た

姿
勢
で
あ
ろ
う
。
著
者
、
野
村
敬
子
氏
の
「
人
間

の
存
在
を
証
か
す
も
の
と
し
て
の
昔
話
研
究
」
は
、

〈
口
承
〉
と
い
う
視
座
や
民
俗
学
と
い
う
方
法
の
持

つ
可
能
性
、
口
承
文
芸
研
究
の
意
義
や
あ
り
方
を

問
い
直
し
、
口
承
文
芸
研
究
・
民
俗
学
等
の
成
果

や
枠
組
み
を
越
え
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

（
二
〇
〇
八
年
十
月
、
瑞
木
書
房
、
本
体

三
五
〇
〇
円
）

（
た
か
つ
か・さ
よ
り
／
江
東
区
深
川
江
戸
資
料
館
）


