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実
際
に
読
ま
れ
て
い
る
度
合
い
か
ら
言
え
ば
、
ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル

（
一
九
一
六
～
九
〇
）
は
疑
い
な
く
二
十
世
紀
最
大
の
童
話
作
家
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
英
語
圏
の
み
な
ら
ず
二
〇
一
五
年
の
時
点
で
五
十
九

か
国
語
で
読
ま
れ
、
主
要
作
品
は
一
通
り
映
画
化
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
の

ウ
ェ
ス
ト
・
エ
ン
ド
で
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
版
『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
工
場
』
や
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
が
長
期
に
わ
た
っ
て
上
演
さ
れ
好

評
を
博
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
に
は
生
誕
百
周
年
を
迎
え
、
英
国
中

の
多
く
の
書
店
で
そ
の
作
品
が
平
積
み
さ
れ
た
り
関
連
書
籍
の
出
版
が

相
次
い
だ
り
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
通
り
、
死
後
四
半
世
紀
以
上
を
経

た
現
在
も
そ
の
人
気
は
ま
っ
た
く
衰
え
て
い
な
い
。

　

ダ
ー
ル
の
代
表
作
の
一
つ
は
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
（
マ
チ
ル
ダ
は
ち
い
さ

な
大
天
才
）』（
一
九
八
八
）
１ 

で
あ
る
。
ダ
ー
ル
は
多
く
の
媒
体
を
通

し
て
物
語
の
意
義
や
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
訴
え
続

け
た
が
、
そ
の
主
張
が
最
も
分
か
り
易
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
『
マ

テ
ィ
ル
ダ
』
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
親
に
理
解
さ
れ
ず
軽
視

さ
れ
て
育
つ
主
人
公
の
天
才
少
女
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
、
自
分
を
否
定
す
る

両
親
や
校
長
と
戦
い
、
図
書
館
司
書
や
担
任
教
師
な
ど
心
あ
る
大
人
に

見
守
ら
れ
て
成
長
す
る
。
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
読
ん
だ
本
の
リ
ス
ト
は
そ
の

ま
ま
読
者
に
と
っ
て
読
書
案
内
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
、
同
時
に
こ
の

作
品
を
ダ
ー
ル
の
文
学
論
、
物
語
文
学
擁
護
論
と
し
て
も
読
む
こ
と
が

出
来
る
。
本
稿
で
は
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
か
ら
ダ
ー
ル
の
文
学
論
を
読
み

取
り
、
こ
の
作
品
を
通
し
て
ダ
ー
ル
が
主
張
し
た
物
語
の
意
義
や
、
作

品
の
時
代
的
、
風
土
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一
　
大
人
の
横
暴
に
知
恵
で
抗
う
天
才
少
女 

　

一
歳
半
で
完
璧
に
話
す
よ
う
に
な
り
三
歳
前
に
独
学
で
読
む
こ
と
を

覚
え
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
、
両
親
の
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
に
そ
の
能
力
を

理
解
さ
れ
ず
家
庭
内
で
冷
遇
さ
れ
て
い
る
。
父
親
の
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
氏

は
詐
欺
師
に
等
し
い
中
古
車
販
売
業
者
で
、
母
親
は
毎
日
「
八
マ
イ
ル

離
れ
た
町
で
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
に
没
頭
し
て
い
る
」（
六
）。
ワ
ー
ム
ウ
ッ

ド
家
に
は
一
冊
の
料
理
本
を
除
い
て
本
が
一
切
な
く
、
夫
妻
と
凡
人
の

兄
マ
イ
ケ
ル
は
四
六
時
中
テ
レ
ビ
を
見
て
過
ご
す
。
料
理
本
を
読
み
尽

し
て
暗
記
し
て
し
ま
っ
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
本
を
買
っ
て
欲
し
い
と
訴
え

て
も
父
は
「
何
の
た
め
に
本
が
必
要
な
の
か
」、「
テ
レ
ビ
の
何
が
不
満

な
の
か
」
と
言
っ
て
取
り
合
わ
ず
（
六
）、
や
が
て
彼
女
は
一
人
で
村

の
図
書
館
に
通
い
詰
め
る
よ
う
に
な
り
、
四
歳
と
三
カ
月
に
し
て
そ
こ

文
学
論
と
し
て
の
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
と
そ
の
背
景

安
　
藤
　
　
　
聡
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に
あ
っ
た
児
童
書
を
す
べ
て
読
み
尽
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
に
気
づ

い
た
司
書
ミ
セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ
ス
は
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
求
め
に
応
じ
て
大

人
向
け
の
文
学
作
品
の
中
か
ら
名
作
を
次
々
紹
介
す
る
。

　
「
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
（w

orm
w

ood

）」
は
「
ニ
ガ
ヨ
モ
ギ
」
を
指
す
一

般
名
詞
で
あ
り
、「
苦
悩
（
の
種
）」「
不
快
な
経
験
」
の
意
味
を
も
持

つ
。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
の
冒
頭
は
ま
ず
子
供
を
溺
愛
し
過
大
評
価
す
る

「
親
馬
鹿
」
を
糾
弾
す
る
記
述
で
始
ま
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
「
時
々

そ
れ
と
正
反
対
の
、
子
供
に
ま
っ
た
く
無
関
心
の
親
が
い
て
、
も
ち
ろ

ん
溺
愛
す
る
親
よ
り
遥
か
に
質
が
悪
い
」
と
語
り
手
に
言
わ
せ
て
い
る

（
四
）。ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
は
ダ
ー
ル
に
特
有
の
誇
張
表
現
に
よ
っ
て
、

「
ニ
ガ
ヨ
モ
ギ
」「
苦
悩
の
種
」「
不
快
な
経
験
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

伴
っ
て
徹
頭
徹
尾
忌
み
嫌
わ
れ
る
べ
き
親
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
ワ
ー

ム
ウ
ッ
ド
と
い
う
姓
か
ら
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
の
『
悪
魔
の
手
紙
』
の
若

い
悪
魔
を
思
い
出
す
読
者
も
少
な
く
な
か
ろ
う
。
こ
の
夫
妻
は
マ
テ
ィ

ル
ダ
に
と
っ
て
も
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
も
悪
魔
に
等
し
い
存
在
で
あ

る
に
違
い
な
い
。

　

両
親
の
無
関
心
の
た
め
に
就
学
が
遅
れ
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
五
歳
半
で

近
隣
の
小
学
校
に
入
学
す
る
。
そ
こ
は
校
長
ミ
ス
・
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
の

暴
力
的
な
独
裁
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
て
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
最
大
の

理
解
者
で
あ
る
担
任
教
師
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
が
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
能
力
を
い

く
ら
評
価
し
て
も
校
長
は
聞
く
耳
を
持
た
ず
そ
の
才
能
を
決
し
て
認
め

な
い
。
こ
れ
ま
で
は
家
庭
内
で
両
親
（
特
に
父
）
に
知
恵
で
対
抗
し
て

い
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
、学
校
で
は
級
友
ら
と
自
分
を
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル（
本

文
中
で
は
主
に
「
ザ
・
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
」）
の
暴
力
か
ら
守
る
た
め
に

そ
の
知
能
を
使
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
や
が
て
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル

は
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
叔
母
で
あ
る
こ
と
と
、
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
財
産
権

が
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
に
よ
っ
て
不
当
に
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
マ

テ
ィ
ル
ダ
は
、
敬
愛
す
る
教
師
を
救
う
べ
く
「
特
殊
な
」
能
力
を
行
使

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
で
は
基
本
的
に
、
例
え
ば
『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
工
場
』
や
『
魔
女
』、
あ
る
い
は
『
Ｂ
Ｆ
Ｇ
』
な
ど
と
異
な

り
（
魔
法
め
い
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
、
魔
女
や
巨
人
の
存
在
と
い
っ

た
）空
想
的
、非
現
実
的
な
要
素
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ワ
ー
ム
ウ
ッ

ド
夫
妻
の
愚
か
さ
や
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
の
暴
力
は
い
さ
さ
か
常
軌
を
逸
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
現
実
世
界
に
起
こ
り
得
る
事
件
や
現
象
の
過

度
な
誇
張
に
過
ぎ
な
い
。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

的
要
素
は
第
十
四
章
（
本
作
品
で
は
章
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
こ
れ
は
前
か
ら
十
四
番
目
の
章
を
意
味
す
る
。
以
下
同
様
）
で
マ

テ
ィ
ル
ダ
自
身
も
意
識
す
る
こ
と
な
く
発
揮
す
る
目
の
力
で
物
を
動
か

す
「
超
能
力
」
に
限
定
さ
れ
、
こ
の
能
力
を
使
っ
て
こ
の
主
人
公
は
ミ

ス
・
ハ
ニ
ー
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

マ
テ
ィ
ル
ダ
が
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
相
手
は
つ
ね
に
大
人
で
あ
り
、

そ
れ
は
親
や
教
師
な
ど
子
供
に
対
し
て
何
ら
か
の
権
力
を
持
ち
そ
れ
を

濫
用
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
父
が
実
際
の
と
こ
ろ
詐
欺
行
為
に
よ
っ
て

利
益
を
得
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
そ
れ
を
「
自
分
を
信

用
す
る
人
を
騙
す
」「
嫌
悪
す
べ
き
」（
一
九
）
行
為
だ
と
非
難
す
る
と

父
は
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
罵
倒
し
、
そ
れ
に
対
し
て
復
讐
を
誓
っ
た
彼
女
は

父
の
帽
子
に
接
着
剤
を
仕
込
み
、
父
は
自
慢
の
髪
を
刈
り
取
ら
ざ
る
を
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得
な
く
な
る
。
そ
れ
か
ら
一
週
間
後
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
本
を
読
ん
で
い

る
こ
と
に
腹
を
立
て
た
父
が
そ
の
本
（
図
書
館
か
ら
借
り
た
も
の
）
を

取
り
上
げ
て
引
き
裂
く
と
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
言
葉
を
話
す
オ
ウ
ム
を
友

人
フ
レ
ッ
ド
か
ら
借
り
て
来
て
暖
炉
の
煙
突
に
隠
し
、
煙
突
か
ら
聞
こ

え
る
オ
ウ
ム
の
声
で
父
（
と
母
と
兄
）
を
恐
怖
の
底
に
突
き
落
と
す
。

さ
ら
に
約
一
週
間
後
、
車
の
売
上
金
を
即
座
に
暗
算
し
た
マ
テ
ィ
ル

ダ
を
嘘
吐
き
呼
ば
わ
り
し
て
罵
っ
た
こ
と
に
対
し
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
、

父
の
染
毛
剤
に
仕
掛
け
を
施
し
て
父
の
自
慢
の
黒
髪
を
「
汚
い
銀
色
」

（
五
六
）
に
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
父
の

横
暴
に
知
恵
で
対
抗
し
、
ナ
ル
シ
シ
ス
ト
の
父
が
醜
態
を
晒
す
結
果
に

至
ら
し
め
て
い
る
。
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
に
対
し
て
は
、
こ
の
暴
力
教
師
が

自
分
の
兄
マ
グ
ナ
ス
（
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
父
）
を
暗
殺
し
て
屋
敷
と
財

産
、そ
れ
に
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
相
続
権
を
剥
奪
し
た
ら
し
い
こ
と
を
知
っ

た
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
、
そ
の
超
能
力
を
使
っ
て
チ
ョ
ー
ク
を
動
か
し
、
黒

板
に
マ
グ
ナ
ス
か
ら
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
へ
の
「
警
告
の
手
紙
」
を
書
く
こ

と
で
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
を
学
校
と
屋
敷
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
。
こ
こ
に

は
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
入
れ
知
恵
は
一
切
な
く
、
こ
れ
は
マ
テ
ィ
ル
ダ
が

独
自
に
考
え
て
実
行
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

ダ
ー
ル
は
賛
否
両
論
が
拮
抗
す
る
作
家
で
、
一
般
に
ダ
ー
ル
を
評
価

し
な
い
批
評
家
や
読
者
は
そ
の
「
残
虐
性
」
と
と
も
に
「
大
人
を
子
供

の
敵
と
し
て
描
く
こ
と
」
を
批
判
す
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
よ
く
読
め

ば
わ
か
る
よ
う
に
（
よ
く
読
ま
な
く
と
も
明
白
な
は
ず
だ
が
）、
大
人

の
中
の
最
も
悪
質
な
一
部
分
が
子
供
と
「
敵
対
し
て
」
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
子
供
を
理
解
す
る
優
れ
た
大
人
が
同

時
に
存
在
し
て
い
る
。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』に
お
い
て
そ
れ
が
ミ
セ
ス
・
フ
ェ

ル
プ
ス
と
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば

『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
』に
お
い
て
主
人
公
チ
ャ
ー
リ
ー

と
他
の
四
人
の
「
嫌
悪
す
べ
き
子
供
た
ち
」
を
隔
て
る
要
素
は
チ
ャ
ー

リ
ー
の
「
賢
明
な
受
動
性
」
２ 

で
あ
る
と
同
時
に
、
愚
か
な
大
人
（
親
）

に
よ
っ
て
甘
や
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
マ
テ
ィ
ル
ダ

が
凡
庸
な
子
供
と
異
な
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
愚
か

な
親
に
育
て
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
堕
落
す
る
こ
と
な
く
育
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
　
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
読
書
と
ダ
ー
ル
の
文
学
論

　

ミ
セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ
ス
が
マ
テ
ィ
ル
ダ
に
推
薦
す
る
一
連
の
図
書
に

は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
と
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ

イ
ス
ト
』）、Ｃ
・
ブ
ロ
ン
テ（『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』）、オ
ー
ス
テ
ィ
ン（『
高

慢
と
偏
見
』）、
ハ
ー
デ
ィ
（『
ダ
ー
バ
ー
ヴ
ィ
ル
家
の
テ
ス
』）
の
他
に

キ
プ
リ
ン
グ
（『
少
年
キ
ム
』）、
ウ
ェ
ル
ズ
（『
透
明
人
間
』）、
プ
リ
ー

ス
ト
リ
ー
（『
友
達
座
』）、
グ
リ
ー
ン
（『
ブ
ラ
イ
ト
ン
・
ロ
ッ
ク
』）、

オ
ー
ウ
ェ
ル
（『
動
物
農
場
』）、
そ
れ
に
米
国
の
作
家
三
人
（
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
、フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
）が
含
ま
れ
る（
一
二
）。

い
く
ら
人
並
み
外
れ
た
神
童
と
は
言
え
四
歳
児
に
『
テ
ス
』
や
『
ブ
ラ

イ
ト
ン
・
ロ
ッ
ク
』
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
疑
問
の
余
地

も
な
く
は
な
い
が
、
こ
れ
は
ダ
ー
ル
の
好
み
を
多
分
に
反
映
し
た
選
択

で
あ
る
に
違
い
な
い
。
多
く
の
批
評
家
、
伝
記
作
家
が
ダ
ー
ル
の
デ
ィ

ケ
ン
ズ
へ
の
傾
倒
を
指
摘
し
て
い
る
し
３ 

、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ブ
ロ
ン
テ
、
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オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
ハ
ー
デ
ィ
、
グ
リ
ー
ン
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
い
う
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
は
英
国
小
説
の
王
道
と
言
っ
て
よ
い
。マ
テ
ィ
ル
ダ
は
ミ
ス
・

フ
ェ
ル
プ
ス
に
「
大
人
が
読
む
よ
う
な
本
物
の
良
書
。
古
典
的
名
作
」

を
読
み
た
い
と
訴
え
（
九
）、
こ
の
司
書
は
そ
う
い
う
本
の
代
表
と
し

て
『
大
い
な
る
遺
産
』
を
勧
め
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
こ
れ
を
読
み
終
え
て

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
他
の
作
品
を
求
め
た
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
一
連
の
図
書
が

推
薦
さ
れ
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
そ
れ
を
半
年
で
読
み
終
え
た
。
デ
ィ
ケ
ン

ズ
ば
か
り
で
な
く
グ
リ
ー
ン
や
キ
プ
リ
ン
グ
、
ま
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ

な
ど
も
ダ
ー
ル
の
愛
読
す
る
作
家
で
あ
り
４ 

、
ま
た
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
ミ

セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ
ス
に
こ
れ
ら
の
本
を
推
薦
し
て
も
ら
う
前
に
読
ん
だ

児
童
書
の
中
で
最
も
好
き
な
の
は『
秘
密
の
花
園
』と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
ダ
ー
ル
自
身
が
少
年
時
代
に
最
も
愛
読
し
た
文
学

作
品
の
一
つ
で
あ
る
５ 

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
の

読
書
歴
は
ダ
ー
ル
自
身
の
少
年
時
代
か
ら
成
人
後
に
至
る
読
書
歴
や
文

学
的
嗜
好
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

マ
テ
ィ
ル
ダ
は
こ
れ
ら
の
大
人
向
け
小
説
の
す
べ
て
を
理
解
し
て
い

る
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
特
に
男
女
関
係
に
関
す
る
記
述
を
始
め
と
し

て
、
理
解
で
き
な
い
要
素
も
多
々
あ
る
と
彼
女
は
ミ
セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ

ス
に
話
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
場
面
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ

イ
の
作
品
を
例
に
「
そ
の
語
り
方
が
、
ま
る
で
私
も
そ
の
場
所
に
い
て

そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ

る
」
と
分
析
し
、
ミ
セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ
ス
も
「
優
れ
た
作
家
は
読
者
を

そ
う
い
う
気
分
に
さ
せ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
一
三
）。
ダ
ー
ル
の

諸
作
品
に
も
独
特
の
雰
囲
気
と
（
特
異
な
設
定
の
も
の
が
多
い
に
も
関

わ
ら
ず
）
迫
真
的
な
臨
場
感
を
持
つ
も
の
が
多
く
、ま
た
ダ
ー
ル
が
（
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
）
挙
げ
て
い
る
推
薦
図
書
に
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代

の
ロ
ン
ド
ン
や
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
ム
ー
ア
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク

ス
地
方
の
田
園
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
や
メ
キ
シ
コ
湾
の
風
景
を
克
明
に

喚
起
す
る
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
。
読
書
に
没
頭
す
る
マ
テ
ィ
ル
ダ
を

描
写
す
る
く
だ
り
で
語
り
手
は
彼
女
が
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド

と
と
も
に
古
い
時
代
の
船
で
航
海
し
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ

イ
と
と
も
に
ア
フ
リ
カ
に
、
ラ
デ
ィ
ア
ー
ド
・
キ
プ
リ
ン
グ
と
と
も
に

イ
ン
ド
に
行
っ
た
。
こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
村
の
小
さ
な
部
屋
の

中
で
彼
女
は
世
界
を
旅
し
た
の
だ
っ
た
」
と
語
る
（
一
五
）。
ダ
ー
ル

の
言
う
優
れ
た
小
説
の
条
件
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
物
語
世
界

が
独
特
の
風
景
と
雰
囲
気
を
持
ち
、
そ
れ
を
文
章
に
よ
っ
て
読
者
に
実

感
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
つ
ま
り
読
者
の

想
像
を
強
く
喚
起
す
る
力
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）で
あ
り
、

そ
れ
は
極
め
て
真
っ
当
な
意
見
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

ダ
ー
ル
は
ま
た
、
物
語
は
何
よ
り
も
面
白
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

常
に
考
え
て
い
た
６ 

。
諧
謔
や
誇
張
、ま
た
価
値
の
転
倒
や
ア
イ
ロ
ニ
ー

を
基
調
と
す
る
ダ
ー
ル
的
な
ユ
ー
モ
ア
は
い
ず
れ
の
作
品
で
も
遺
憾
な

く
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
、『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
も
無
論
そ
の
例
外
で
は
な

い
。
第
七
章
末
尾
近
く
に
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
類
い
稀
な
知
能
と
読
書
量

に
驚
愕
し
た
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
が
好
き
な
本
を
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
こ

こ
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
『
ラ
イ
オ
ン
と
魔
女
』
を
挙
げ
て
、「
Ｃ
・
Ｓ
・

ル
イ
ス
さ
ん
は
と
て
も
優
れ
た
作
家
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
一
つ
欠
点

が
あ
り
ま
す
。
面
白
味
（funny bits

）
が
な
い
の
で
す
」
と
答
え
、
ミ
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ス
・
ハ
ニ
ー
も
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
（
七
四
～
七
五
）。
ル
イ
ス
の

作
品
（
特
に
『
ラ
イ
オ
ン
と
魔
女
』
に
始
ま
る
『
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
』）

に
「
面
白
味
が
な
い
」
と
は
到
底
思
え
な
い
が
、確
か
に
ル
イ
ス
の
ユ
ー

モ
ア
の
セ
ン
ス
は
ダ
ー
ル
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ル
イ
ス
作
品

に
は
ユ
ー
モ
ア
が
な
い
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
と
ミ
ス
・

ハ
ニ
ー
と
い
う
読
者
が
最
も
共
感
す
べ
き
二
人
の
登
場
人
物
が
同
意
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
読
書
歴
と

ダ
ー
ル
自
身
の
文
学
的
嗜
好
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て

も
、
こ
れ
は
ダ
ー
ル
自
身
の
意
見
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
「
ト
ル
キ
ー
ン
さ
ん
に
も

面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
な
い
」
と
付
け
加
え
、
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
は
そ

れ
に
も
同
意
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
は
マ
テ
ィ
ル
ダ
に「
子

供
が
読
む
本
に
は
必
ず
面
白
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
う
？
」と
問
い
、そ
れ
を
肯
定
し
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
子
供
に
と
っ

て
の
笑
い
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
が
こ
の
主
人
公

に
自
身
の
見
解
を
代
弁
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
話
の
流
れ
を
受
け
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
「
偉
大
な
物
語
作
家
デ
ィ

ケ
ン
ズ
」（
一
〇
）
を
絶
賛
し
て
い
て
、
彼
女
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
好
む

理
由
の
重
要
な
一
部
も
ま
た
「
た
く
さ
ん
笑
わ
せ
て
く
れ
る
」
こ
と
で

あ
る
（
七
五
）。
こ
こ
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
特
に
面
白
い
人
物
と
し
て
ミ

ス
タ
ー
・
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
先
に
挙

げ
た
リ
ス
ト
（
大
人
向
け
の
小
説
を
読
み
始
め
て
最
初
の
六
カ
月
に
読

ん
だ
本
）
の
の
ち
に
も
こ
の
主
人
公
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
好
ん
で
読
ん
で

い
る
こ
と
を
同
時
に
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
文
学

作
品
（
特
に
児
童
文
学
）
に
お
け
る
ユ
ー
モ
ア
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
の
全
体
的
な
プ
ロ
ッ
ト

と
も
大
い
に
関
係
す
る
と
言
え
る
に
違
い
な
い
。
父
や
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル

と
い
っ
た
大
人
の
横
暴
に
知
恵
で
抗
う
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
、
相
手
に
身
体

的
な
危
害
を
加
え
る
わ
け
で
も
相
手
を
論
理
的
に
論
駁
す
る
わ
け
で
も

な
く
、
相
手
が
醜
態
を
晒
す
よ
う
仕
向
け
て
笑
い
者
に
す
る
と
い
う
手

段
に
訴
え
る
。「
敵
」
が
笑
い
者
に
な
る
こ
と
で
、
こ
の
主
人
公
も
読

者
も
大
い
に
溜
飲
を
下
げ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
特
に
児
童
文

学
に
お
い
て
笑
い
が
重
要
な
理
由
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
供
を
物
語
に

惹
き
つ
け
て
情
緒
や
創
造
力
を
育
む
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

が
子
供
に
と
っ
て
大
人
の
横
暴
や
社
会
の
矛
盾
と
戦
う
数
少
な
い
手
段

の
一
つ
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

三
　
物
語
と
読
書
の
意
義

　
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
主
題
は
読
書
の
重
要
性
と

物
語
の
意
義
で
あ
る
。
多
く
の
批
評
家
や
伝
記
作
家
が
指
摘
す
る
と
お

り
、
ダ
ー
ル
は
幼
少
の
頃
に
母
や
母
方
祖
母
が
ノ
ル
ウ
ェ
イ
語
で
語
る

民
話
や
伝
説
を
聞
い
て
育
ち
、
そ
こ
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
７
。

ま
た
ダ
ー
ル
の
卓
越
し
た
記
憶
力
が
作
品
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
声
も
少
な
く
な
い
８ 

。
ダ
ー
ル
が
子
供
の
目
か
ら
見
た

世
界
を
臨
場
感
を
持
っ
て
描
け
る
の
も
子
供
の
気
持
ち
に
共
感
し
て
書

け
る
の
も
そ
の
優
れ
た
記
憶
力
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
幼
年
時

代
の
自
身
に
と
っ
て
母
や
祖
母
の
物
語
が
い
か
に
「
面
白
く
」
い
か
に

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
よ
く
覚
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
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の
重
要
性
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
説
得
力
を
伴
っ
て
説
く
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
ろ
う
。口
頭
に
せ
よ
文
字
に
せ
よ
物
語
が
言
語
能
力
や
想
像
力
、

そ
れ
に
思
考
力
を
育
む
上
で
不
可
欠
な
経
験
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
』
に
お
い
て
チ
ャ
ー

リ
ー
の
も
う
一
つ
の
「
強
み
」
は
毎
晩
二
組
の
祖
父
母
か
ら
昔
話
（
そ

こ
に
は
ウ
ィ
リ
ー
・
ウ
ォ
ン
カ
氏
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
の
秘
密
の
一

端
を
も
含
む
）
を
聞
い
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、『
魔
女
』
の
主
人
公
の

少
年
も
ノ
ル
ウ
ェ
イ
に
住
む
祖
母
か
ら
魔
女
に
つ
い
て
の
物
語
を
聞
い

て
い
た
ゆ
え
に
危
険
な
状
況
か
ら
生
還
し
て
い
る
。
理
想
的
な
父
と
息

子
の
関
係
を
描
い
た
『
ダ
ニ
ー
は
世
界
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
』
の
ダ
ニ
ー

の
父
も
卓
越
し
た
語
り
手
で
あ
り
、『
Ｂ
Ｆ
Ｇ
』
の
「
優
し
い
巨
人
」

も
『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
読
解
力
を

高
め
、
最
終
的
に
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
全
作
品
の
み

な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
名
作
文
学
を
読
破
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
が
親
と
し
て
最
低
で
あ
る
も
う
一
つ
の
理
由

は
、
子
供
に
本
を
読
む
こ
と
を
教
え
ず
（
自
身
が
読
ま
な
い
の
だ
か

ら
教
え
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
が
）、
在
宅
時
に
は
常
に
テ
レ
ビ
を
見
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
マ
テ
ィ
ル
ダ
に
も
そ
れ
を
強
要
す
る
こ
と
で
あ

る
。
第
九
章
で
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
が
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
将
来
に
つ
い
て
相
談

す
る
べ
く
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
邸
を
訪
れ
た
際
に
も
夫
妻
は
米
国
製
の
メ
ロ

ド
ラ
マ
（
日
本
語
で
言
う
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」、
す
な
わ
ち
英
語
のsoap 

opera

）
に
夢
中
で
、
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
訪
問
を
迷
惑
に
思
い
、
話
に

応
じ
る
こ
と
も
な
く
追
い
返
す
。
こ
の
夫
妻
は
過
度
に
テ
レ
ビ
に
（
そ

れ
も
例
え
ば
世
界
情
勢
に
関
す
る
報
道
や
科
学
、
文
学
、
歴
史
、
芸
術

な
ど
に
関
す
る
番
組
で
は
な
く
低
俗
こ
の
上
な
い
ド
ラ
マ
に
）
耽
溺
し

た
た
め
に
想
像
力
が
衰
退
し
堕
落
し
た
人
間
の
見
本
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
テ
レ
ビ
の
前
に
貼
り
付
い
て
過
ご
す
こ
と
は
本
を
読
む
機
会
を
失

う
の
み
な
ら
ず
能
動
的
な
思
考
や
言
語
活
動
の
機
会
を
も
奪
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
袈
裟
に
言
え
ば
人
間
と
し
て
生
き
る

こ
と
を
放
棄
す
る
の
に
も
等
し
い
。
実
際
に
ダ
ー
ル
は
、
テ
レ
ビ
を
見

過
ぎ
る
こ
と
は
子
供
に
と
っ
て
害
悪
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
暇

が
あ
っ
た
ら
本
に
没
頭
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
９ 

。
親
が
子
供
に

物
語
を
聞
か
せ
る
機
会
を
テ
レ
ビ
が
奪
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
単

に
親
子
の
会
話
の
時
間
を
テ
レ
ビ
が
侵
害
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
考
え

て
も
、
テ
レ
ビ
観
賞
に
現
を
抜
か
す
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
は
批
判
さ
れ

る
べ
き
存
在
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
も
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
家
で
は
食

堂
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
で
は
な
く
居
間
の
椅
子
に
一
人
ず
つ
座
っ
て

膝
の
上
の
ト
レ
イ
で
食
事
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
家
族
の
団
欒
や
対
話

の
欠
如
を
意
味
す
る
。

　

ダ
ー
ル
作
品
に
馴
染
み
の
あ
る
読
者
な
ら
こ
こ
で
『
チ
ャ
ー
リ
ー
と

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
』
の
テ
レ
ビ
っ
子
マ
イ
ク
・
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
を
思

い
出
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
少
年
は
テ
レ
ビ
が
何
よ
り
好
き
で
、
テ
レ
ビ

に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
邪
魔
さ
れ
る
と
癇
癪
を
起
こ
す
。
第

二
十
七
章
で
マ
イ
ク
は
、
開
発
中
の
テ
レ
ビ
送
信
機
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

を
テ
レ
ビ
電
波
化
し
て
送
信
す
る
装
置
）
に
手
を
出
し
た
た
め
に
体
が

縮
ん
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
縮
小
し

た
こ
の
少
年
が
物
語
か
ら
退
場
す
る
時
に
小
人
ウ
ー
ン
パ
・
ル
ー
ン
パ

が
歌
う
戯
れ
歌 
　10

は
、
脱
落
し
て
行
く
四
人
の
子
供
を
見
送
る
四
つ
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の
歌
の
中
で
最
も
長
く
、
そ
の
三
頁
以
上
百
行
近
く
に
及
ぶ
歌
詞
に
お

い
て
テ
レ
ビ
が
い
か
に
子
供
を
堕
落
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
テ
レ

ビ
を
排
除
し
て
読
書
に
没
頭
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
か
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
小
人
た
ち
は
こ
こ
で
「
子
供
を
テ
レ
ビ
に
近

付
け
な
い
で
、
出
来
れ
ば
家
に
は
テ
レ
ビ
を
置
く
な
…
…
テ
レ
ビ
は
五

感
を
腐
ら
せ
て
、
想
像
力
を
抹
殺
し
、
頭
脳
を
止
め
て
掻
き
乱
し
…
…

思
考
力
を
錆
び
つ
か
せ
挙
句
の
果
て
に
凍
ら
せ
る
」
と
歌
う
。
さ
ら
に

こ
の
歌
は
「
以
前
は
本
を
読
ん
で
い
た
、生
涯
の
半
分
は
読
ん
で
い
た
、

子
供
の
部
屋
に
は
本
が
い
っ
ぱ
い
」
と
続
き
、「
頼
む
か
ら
テ
レ
ビ
な

ん
か
捨
て
去
っ
て
、
そ
こ
に
綺
麗
な
本
棚
を
置
い
て
、
本
を
ぎ
っ
し
り

詰
め
込
ん
で
…
…
一
週
間
も
退
屈
さ
せ
れ
ば
、
子
供
は
本
を
読
み
始
め

…
…
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
機
械
、
胸
糞
悪
く
薄
汚
く
不
純
で
腹
立
た
し
い

テ
レ
ビ
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」と
結
論
し
て
、

「
マ
イ
ク
・
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
が
そ
の
後
で
元
に
戻
っ
た
か
ど
う
か
は
時

が
経
た
ね
ば
わ
か
ら
な
い
、
戻
ら
な
く
と
も
自
業
自
得
」
と
い
う
「
追

伸
」
で
終
わ
る
。
こ
こ
で
は
例
の
ダ
ー
ル
的
誇
張
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か

度
を
越
し
た
テ
レ
ビ
批
判
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
テ
レ
ビ
が
想
像
力
を

殺
し
て
読
書
の
機
会
を
奪
う
と
い
う
主
張
は
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
で
表
現

さ
れ
て
い
る
見
解
と
優
れ
て
一
貫
性
を
持
つ
。

　

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
ダ
ー
ル
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
始
め
と
す
る
文

学
史
上
に
そ
の
地
位
が
確
立
し
た
「
古
典
的
な
」
名
作
を
読
む
こ
と
を

奨
励
し
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
彼
は
、
必
ず
し
も
古
典
的
名
著
だ
け
で

な
く
何
で
あ
れ
本
を
読
む
こ
と
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
り
不
可
欠
で
あ

る
と
考
え
て
い
た 

　11

。
文
学
的
評
価
と
い
う
点
で
は
ほ
ぼ
黙
殺
さ
れ

て
い
る
が
子
供
の
間
で
の
人
気
と
い
う
点
で
は
ダ
ー
ル
に
次
ぐ
イ
ー

ニ
ッ
ド
・
ブ
ラ
イ
ト
ン
は
（
そ
の
会
話
文
の
多
い
平
易
過
ぎ
る
文
体
や

類
型
的
な
人
種
、
性
差
の
描
き
方
な
ど
を
理
由
に
）
一
部
の
親
や
教
師

か
ら
ダ
ー
ル
以
上
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
て
、
ブ
ラ
イ
ト
ン
を
推
薦
図
書

の
リ
ス
ト
か
ら
外
せ
と
い
う
意
見
が
昔
も
今
も
根
強
く
存
在
し
て
い
る

が
、
ダ
ー
ル
は
「
子
供
が
好
む
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
こ
れ
に
強
く
反

対
し
て
い
る 

　12

。
そ
も
そ
も
図
書
館
通
い
を
始
め
る
前
の
マ
テ
ィ
ル

ダ
が
読
ん
で
い
た
の
は
（
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
家
唯
一
の
「
蔵
書
」
で
あ
る
）

料
理
本
と
新
聞
だ
け
で
あ
り
、図
書
館
で
ミ
セ
ス
・
フ
ェ
ル
プ
ス
に
デ
ィ

ケ
ン
ズ
を
勧
め
ら
れ
る
ま
で
は
児
童
書
を
（
結
果
的
に
つ
ま
ら
な
か
っ

た
も
の
も
含
め
て
）
片
端
か
ら
読
ん
で
い
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
や
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
を
読
む
こ
と
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ

よ
り
も
（
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
暇
が
あ
っ
た
ら
）
何
で
も
良
い
か
ら
本

を
読
み
、
読
む
こ
と
を
習
慣
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
ず
は
乱
読
し
な
け
れ
ば
自
分
が
好
む
種
類
の
本
を
知
る
こ
と

も
出
来
な
い
し
、
清
濁
併
せ
呑
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
良
い
も
の
を

見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
子
供
が
夢
中
に
な
っ
て
読
む
た
め
に
は
何
よ
り
も
「
面
白
い
」

本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
子
供
の
心
を
捉
え
る
こ
と

も
読
書
の
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の

意
味
で
文
学
作
品
は
（
特
に
児
童
文
学
は
）「
面
白
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
ダ
ー
ル
の
主
張
は
正
し
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ダ
ー

ル
は
自
ら
面
白
い
作
品
を
書
く
こ
と
で
、
ま
た
作
品
を
通
し
て
そ
の
主

張
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
児
童
と
図
書
を
仲
介
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
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い
る
と
言
え
る
。
ブ
ラ
イ
ト
ン
の
作
品
も
こ
の
点
で
は
間
違
い
な
く
子

供
の
読
書
習
慣
の
確
立
に
貢
献
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も

低
俗
な
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
い
る
よ
り
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
本
を
読

ん
で
い
る
方
が
遥
か
に
有
益
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
齧
り
付
い
て
ま
す
ま
す
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た

二
十
一
世
紀
の
人
間
に
も
そ
の
ま
ま
有
効
な
警
告
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

物
語
を
「
聞
く
こ
と
」
も
ま
た
本
を
読
む
こ
と
と
同
様
に
必
要
不
可

欠
な
経
験
で
あ
る
。『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
』で
バ
ケ
ッ

ト
家
は
極
貧
の
状
態
に
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
チ
ャ
ー
リ
ー
は
本

の
一
冊
も
買
っ
て
も
ら
え
な
い
が
、
前
に
言
及
し
た
と
お
り
彼
は
毎
晩

祖
父
母
か
ら
物
語
を
聞
く
こ
と
を
日
課
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
す
で
に

触
れ
た
よ
う
に
『
魔
女
』
や
『
ダ
ニ
ー
は
世
界
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
』
で

も
祖
母
や
父
の
物
語
を
聞
く
こ
と
が
主
人
公
の
物
語
中
で
の
経
験
の
重

要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
で
は
最
初
の
三
分
の
一

程
度
が
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
読
書
と
家
庭
内
で
の
出
来
事
の
記
述
に
、
残
り

の
部
分
が
主
に
学
校
で
の
出
来
事
の
描
写
に
充
て
ら
れ
て
い
て
、
後
半

で
は
特
に
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
読
書
に
没
頭
す
る
描
写
が
見
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
時
期
に
彼
女
が
読
書
を
し
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で

あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
語
ら
れ
な
い
部
分
で
彼
女
は
本
を
読
み
続

け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
後
半
で
重
要
な
の
は

物
語
を
「
聞
く
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

マ
テ
ィ
ル
ダ
が
入
学
し
た
ク
ラ
ン
チ
ェ
ム
・
ホ
ー
ル 

小
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ス
ク
ー
ル

学
校 

は

ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
の
常
軌
を
逸
し
た
暴
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
「
異
常

な
」世
界
で
あ
り
、こ
の
世
界
の「
異
常
さ
」を
当
初
マ
テ
ィ
ル
ダ
は（
級

友
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
と
と
も
に
）
休
み
時
間
に
上
級
生
ホ
ー
テ
ン
シ
ア
か

ら
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ー
テ
ン
シ
ア
は
校
内
で
最
も
果
敢
に

ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
の
暴
力
に
対
抗
し
て
い
る
生
徒
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の

数
々
の
無
謀
な
企
て
と
そ
の
結
果
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
か
ら
受
け
た
体
罰
を

淡
々
と
語
る
こ
の
上
級
生
の
話
に
マ
テ
ィ
ル
ダ
ら
は
心
を
奪
わ
れ
、
こ

の
「
悪
戯
の
技
術
を
頂
点
ま
で
高
め
」「
自
ら
の
四
肢
と
生
命
を
危
険

に
晒
す
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
」「
巨
匠
」「
女
神
」
を
驚
愕
の
目
で
見
つ

め
て
そ
の
話
に
聞
き
入
る
（
一
〇
二
）。
こ
こ
で
ホ
ー
テ
ン
シ
ア
が
語

る
「
物
語
」
は
文
字
通
り
「
小
説
よ
り
奇
な
る
事
実
」
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
想
像
力
に
よ
っ
て
物
語
の
「
現
場
」
を
経
験
し
て
来
た
マ
テ
ィ
ル

ダ
が
後
半
で
は
常
軌
を
逸
し
た
「
物
語
」
に
参
加
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

マ
テ
ィ
ル
ダ
が
聞
い
て
巻
き
込
ま
れ
る
も
う
一
つ
の
物
語
は
ミ
ス
・

ハ
ニ
ー
の
身
の
上
話
で
あ
る
。
第
十
六
章
で
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
は
放
課
後

に
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
村
外
れ
の
自
宅
で
の
あ
ま
り
に
質
素
な
テ
ィ
ー
・
タ

イ
ム
に
招
き
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
超
能
力
に
つ
い
て
話
し
合
う
つ
も
り
が

マ
テ
ィ
ル
ダ
に
促
さ
れ
て
自
分
の
境
遇
（
母
の
死
、
叔
母
と
の
同
居
、

父
の
死
、
叔
母
に
よ
る
虐
待
と
財
産
権
収
奪
、
そ
の
叔
母
が
ト
ラ
ン
チ

ブ
ル
で
あ
る
こ
と
）
を
語
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
、ミ
ス
・

ハ
ニ
ー
を
こ
の
苦
境
か
ら
救
出
す
る
た
め
に
自
分
の
超
能
力
を
利
用
す

る
こ
と
を
思
い
つ
く
。
こ
の
話
に
つ
い
て
は
全
て
を
忘
れ
ろ
と
い
う
ミ

ス
・
ハ
ニ
ー
に
対
し
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
自
分
の
思
い
つ
き
の
こ
と
は
何

も
言
わ
ず
、
三
つ
の
質
問
（
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
は
兄
す
な
わ
ち
ミ
ス
・
ハ
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ニ
ー
の
父
を
何
と
呼
ん
で
い
た
か
、
父
は
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
を
何
と
呼
ん

で
い
た
か
、
父
と
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
は
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
を
何
と
呼
ん
で
い

た
か
）
に
答
え
て
も
ら
う
だ
け
で
帰
っ
て
行
く
（
二
〇
二
～
二
〇
三
）。

第
十
九
章
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
超
能
力
を
使
う
練
習
を
重
ね
、
第
二
十
章

で
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
の
授
業
の
際
に
眼
力
で
チ
ョ
ー
ク
を
動
か
し
て
天
国

の
兄
か
ら
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
へ
の
「
手
紙
」
を
黒
板
に
書
く
。
マ
テ
ィ
ル

ダ
が
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
独
自
に
考
え
て
実
行
で
き
た
の
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
数
多
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
で
「
物
語
」
を
自
分

で
も
破
綻
な
く
組
み
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

四
　
悪
し
き
現
代
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
伝
統

　

常
軌
を
逸
し
た
奇
想
天
外
な
物
語
世
界
を
誇
張
し
て
描
く
ダ
ー
ル
だ

が
、
そ
の
思
想
の
根
本
的
な
部
分
は
極
め
て
穏
健
で
保
守
的
で
あ
る
と

言
え
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ン
ト
は
（『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

工
場
』
を
論
じ
る
文
脈
で
）
ダ
ー
ル
が
提
示
し
て
い
る
の
は
「
十
九
世

紀
的
な
道
徳
物
語
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
怠
惰
な
子
供
、
愚
か
な
子
供
、

甘
や
か
さ
れ
た
子
供
が
徹
底
的
に
戒
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る 

　13

。

ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
Ｅ
・
ス
ト
ー
ル
カ
ッ
プ
も
ダ
ー
ル
が
多
く
の
作
品
に
お

い
て
「
保
守
的
な
、
大
人
が
喜
び
そ
う
な
教
訓
」
を
「
無
力
な
子
供
が

最
終
的
に
勝
利
す
る
破
壊
的
な
物
語
に
包
」
ん
で
表
現
し
て
い
る
と
言

う 

　14

。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
も
ま
た
一
面
で
は
、
最
も
悪
い
意
味
で
「
現

代
的
な
」親
を
批
判
的
に
描
き
名
作
文
学
を
読
む
こ
と
を
奨
励
す
る「
保

守
的
な
」
作
品
で
あ
る
。
ア
ン
・
オ
ー
ル
ス
ト
ン
が
指
摘
す
る
と
お

り
、
本
を
読
ま
ず
に
テ
レ
ビ
を
好
み
Ｔ
Ｖ
デ
ィ
ナ
ー
（
電
子
レ
ン
ジ
食

品
）
な
ど
の
安
直
で
栄
養
価
の
低
い
食
事
を
供
す
る
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫

妻
は
「
現
代
の
家
庭
の
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
を
体
現
す
る
」 　15

。
テ
レ
ビ

や
電
子
レ
ン
ジ
を
始
め
と
す
る
家
電
製
品
の
英
国
で
の
一
般
家
庭
へ
の

普
及
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
悪
質
な
中
古
車
販

売
業
者
と
い
う
存
在
も
自
家
用
車
が
普
及
し
た
二
十
世
紀
中
葉
以
降
の

時
代
の
落
と
し
子
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
家

は
最
も
悪
い
意
味
で
現
代
的
な
下
層
中
産
階
級
家
庭
の
典
型
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
も
う
少
し
写
実
的
に
描
い
た
の
が
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』

シ
リ
ー
ズ
の
ダ
ー
ズ
リ
ー
家
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

オ
ー
ル
ス
ト
ン
は
同
時
に
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
薔

薇
」（English R

ose: 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
理
想
的
女
性
像
）
の

イ
メ
ー
ジ
を
、
彼
女
が
住
む
村
外
れ
の
コ
テ
ッ
ジ
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

的
伝
統
」（Englishness

）
の
表
象
と
し
て
の
意
味
合
い
を
読
み
取
っ

て
い
る 

　16

。
彼
女
が
伝
統
的
な
教
育
方
法
を
実
践
し
良
書
を
読
む
こ

と
を
奨
励
す
る
「
ま
と
も
な
」
教
師
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

彼
女
は
第
九
章
で
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
邸
「
コ
ウ
ジ
ィ
・
ヌ
ー
ク
」（C

osy 

N
ook: 

「
居
心
地
の
良
い
片
隅
」
の
意
）
を
訪
れ
た
際
、
表
札
に
記
さ

れ
た
そ
の
名
称
を
見
て
「
ノ
ウ
ジ
ィ
・
ク
ッ
ク
」（N

osy C
ook: 

「
詮
索

好
き
な
料
理
人
」
の
意
）
と
い
う
ス
プ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
語
頭
の
音
素
が

入
れ
替
わ
る
言
い
間
違
い
、
ま
た
故
意
に
そ
れ
を
行
う
言
葉
遊
び
） 　17

を
思
い
付
く
（
八
六
）
が
、
こ
れ
は
彼
女
の
言
語
へ
の
関
心
や
想
像
力

や
知
的
好
奇
心
の
強
さ
を
示
す
と
も
解
読
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
資
質

が
教
師
に
と
っ
て
、
ま
た
人
間
と
し
て
生
き
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
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る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ミ
ス･

ハ
ニ
ー
は
ま
た
デ
ィ
ラ
ン
・
ト

マ
ス
の
詩
を
愛
唱
し
、極
貧
な
が
ら
も
伝
統
的
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

彼
女
が
住
む
電
気
も
ガ
ス
も
水
道
も
な
い
平バ
ン
ガ
ロ
ウ

屋
建
て
の
コ
テ
ッ
ジ
を
見

た
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
「
グ
リ
ム
や
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
本
の
挿
絵
の
よ
う
」

だ
と
思
う
（
一
八
〇
）
が
、
こ
こ
は
実
際
に
か
つ
て
農
場
労
働
者
が
住

ん
で
い
た
古
い
コ
テ
ッ
ジ
で
あ
る
。
そ
の
く
す
ん
だ
赤
煉
瓦
や
窓
が
小

さ
い
こ
と
、
ま
た
槲
の
巨
木
（
こ
れ
自
体
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
伝
統
の

象
徴
で
あ
る
）
に
守
ら
れ
る
よ
う
に
建
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
コ

テ
ッ
ジ
の
古
さ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ら
し
さ
を
暗
示
す
る
特
徴
に
他
な
ら

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
が
最
も
悪
い
意
味
で「
現

代
的
な
」
人
間
を
代
表
す
る
一
方
で
、
ミ
ス･

ハ
ニ
ー
は
（
そ
の
若
さ

に
も
拘
ら
ず
）
最
も
良
い
意
味
で
「
伝
統
的
な
」
人
間
の
代
表
な
の
で

あ
る
。

　

ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
は
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
田
園
生
活
者
で
あ
り
、
こ

の
意
味
で
も
「
現
代
的
な
」
生
活
に
耽
溺
す
る
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫
妻
と

極
端
な
対
照
を
な
す
。
作
品
中
で
舞
台
と
な
る
村
の
名
前
に
は
言
及
が

な
い
も
の
の
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
の
母
が
毎
日
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
に
通
っ
て
い

る
「
八
マ
イ
ル
離
れ
た
町
」
は
エ
イ
ル
ズ
ベ
リ
ー
（
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム

シ
ャ
ー
州
）
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
）
の
で
、
こ
の

町
か
ら
八
マ
イ
ル
に
位
置
す
る
小
学
校
と
図
書
館
を
擁
す
る
規
模
の
村

と
な
る
と
、
ダ
ー
ル
が
新
婚
時
代
か
ら
晩
年
ま
で
を
過
ご
し
た
バ
ッ
キ

ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
州
の
グ
レ
イ
ト
・
ミ
セ
ン
デ
ン
し
か
あ
り
得
な
い
（
エ

イ
ル
ズ
ベ
リ
ー
か
ら
八
マ
イ
ル
と
い
う
と
ハ
ー
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
州
の

ト
リ
ン
グ
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
州
の
テ
イ
ム
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
シ
ャ
ー
州
の
レ
イ
ト
ン
・
バ
ザ
ー
ド
も
該
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
は

み
な
村
で
は
な
く
町
で
あ
る
）。
村
と
そ
の
周
辺
の
風
景
描
写
は
作
品

中
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
コ
テ
ッ
ジ
に
向
か
う

途
中
の
場
面
に
は
生
垣
に
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
や
サ
ン
ザ
シ
が
実
を
結
び

セ
ン
ニ
ン
ソ
ウ
が
咲
き
誇
る
秋
の
午
後
の
情
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る

（
一
七
五
）。
お
そ
ら
く
は
ダ
ー
ル
自
身
の
馴
染
み
の
あ
る
グ
レ
イ
ト
・

ミ
セ
ン
デ
ン
の
村
外
れ
（
チ
ル
タ
ー
ン
丘
陵
）
の
田
園
風
景
を
念
頭
に

置
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。児
童
文
学
作
家
ピ
ア
ー
ズ
・
ト
ー

デ
イ
は
ダ
ー
ル
の
生
涯
と
作
品
双
方
に
と
っ
て
の
田
園
（
と
造
園
）
の

重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る 

　18

。
ト
ラ
ン
チ
ブ
ル
を
排
除
し
た
の
ち
の

最
終
章
で
、
屋
敷
「
レ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス
」
を
取
り
戻
し
た
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー

は
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
最
上
級
の
ミ
ス
・
プ
リ
ム
ゾ
ル
の
ク
ラ
ス
に
「
飛
び

級
」
さ
せ
、
教
師
と
し
て
で
は
な
く
身
近
な
大
人
の
中
で
最
大
の
理
解

者
と
し
て
こ
の
少
女
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
レ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス
で

の
午
後
の
テ
ィ
ー
・
タ
イ
ム
を
二
人
で
過
ご
す
こ
と
を
日
課
に
す
る
な

ど
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
上
層
中
産
階
級
の
田
園
生
活
を
保
持

し
て
い
る
。
父
親
の
詐
欺
行
為
が
発
覚
し
、
両
親
が
ス
ペ
イ
ン
へ
の
逃

亡
を
決
意
し
た
時
に
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
の
許
に
駈
け
つ
け

た
場
面
で
も
彼
女
は
レ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス
の
庭
で
薔
薇
の
手
入
れ
を
し
て

い
た
。

　

物
語
は
最
終
的
に
、
両
親
が
長
男
マ
イ
ケ
ル
を
連
れ
て
逃
亡
し
、
マ

テ
ィ
ル
ダ
は
自
ら
の
意
思
で
こ
の
村
に
残
る
こ
と
を
選
択
し
、
ミ
ス
・

ハ
ニ
ー
が
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
引
き
取
っ
て
保
護
者
と
な
る
、
と
い
う
形
で

幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
場
面
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
と
レ
ッ
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ド
・
ハ
ウ
ス
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
強
い
意
思
を
表
明
し
、
ミ
ス
・
ハ

ニ
ー
は
両
親
が
そ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
自
分
は
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
引
き

取
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
念
を
押
す
が
、
こ
こ
で
は
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド
夫

妻
が
「
試
さ
れ
て
」
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
マ
テ
ィ
ル
ダ
を

連
れ
て
行
く
と
主
張
す
れ
ば
こ
の
両
親
に
は
ま
だ
見
込
み
が
あ
る
も
の

の
、
彼
ら
は
迷
わ
ず
マ
テ
ィ
ル
ダ
を
捨
て
て
逃
亡
す
る
道
を
選
択
し
て

い
る
。
こ
の
物
語
を
例
え
ば
デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
映
画
化
し
た
な
ら
、
お
そ

ら
く
こ
の
結
末
は
改
竄
さ
れ
て「
親
子
の
和
解
」と
い
う
陳
腐
な「
ハ
ッ

ピ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
に
作
り
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う

（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
は
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
や
『
メ
ア
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
』

に
ま
で
「
親
子
の
和
解
」
と
い
う
原
作
と
無
関
係
な
主
題
を
強
引
に
捻

じ
込
ん
だ
「
実
績
」
が
あ
る
）。
だ
が
英
国
の
児
童
文
学
に
お
い
て
親

と
子
の
絆
と
い
う
の
は
伝
統
的
に
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
主
題
で
は
な
い
。

『
秘
密
の
花
園
』
の
メ
ア
リ
ー
や
『
思
い
出
の
マ
ー
ニ
ー
』
の
ア
ン
ナ
、

あ
る
い
は『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』シ
リ
ー
ズ
の
ハ
リ
ー
を
始
め
と
し
て
、

児
童
文
学
の
主
人
公
に
は
孤
児
が
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
孤
児
で
な
い

と
し
て
も
例
え
ば
『
ラ
イ
オ
ン
と
魔
女
』
の
兄
弟
姉
妹
や
『
ト
ム
は
真

夜
中
の
庭
で
』の
ト
ム
の
よ
う
に
何
ら
か
の
事
情
で
親
元
を
離
れ
て（
た

い
て
い
は
古
い
屋
敷
に
滞
在
し
て
）
い
る
時
に
非
現
実
的
な
冒
険
を
経

験
す
る
子
供
の
物
語
も
非
常
に
多
い
。『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
の
ウ
ェ

ン
デ
ィ
と
二
人
の
弟
は
両
親
と
同
居
し
て
い
る
が
、
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン

は
両
親
の
留
守
中
に
子
供
部
屋
に
現
わ
れ
る
。
二
つ
の
『
ア
リ
ス
』
物

語
に
は
ア
リ
ス
が
孤
児
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
両

親
が
存
在
す
る
の
か
否
か
さ
え
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。『
ト
ム
・

ブ
ラ
ウ
ン
の
学
校
時
代
』
か
ら
ブ
ラ
イ
ト
ン
の
代
表
的
な
作
品
を
経
て

『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
に
至
る
全
寮
制
学
校
を
舞
台
に
し
た
物
語
も

英
国
の
児
童
文
学
に
顕
著
な
「
伝
統
」
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ
も
主
人
公

の
子
供
を
親
元
か
ら
引
き
離
す
た
め
の
装
置
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
「
親
の
不
在
」
は
英
国
の
児
童
文
学
の
伝
統
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ダ
ー
ル
の
作
品
で
も
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
巨
大
な
桃
』
や
『
魔
女
』
の
主

人
公
は
物
語
の
冒
頭
で
孤
児
に
な
っ
て
い
る
し
、『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
工
場
』
の
よ
う
に
主
人
公
の
両
親
が
と
も
に
健
在
で
あ
っ
て

も
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
工
場
に
行
く
と
い
う
「
非
現
実
的
経
験
」
を
共
に
す

る
の
は
祖
父
で
あ
っ
て
父
で
も
母
で
も
な
い
。
父
と
子
の
絆
を
描
い

た
『
ダ
ニ
ー
は
世
界
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
』
な
ど
は
む
し
ろ
「
例
外
的
な
」

作
品
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
幼
い
少
女
が

自
ら
の
意
思
で
両
親
を
見
限
る
と
い
う
『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
の
結
末
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
常
軌
を
逸
し
た
突
飛
な
幕
引
き
の
よ
う
に
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
英
国
児
童
文
学
の
伝
統
に
即
し
た
正
統
な
大
団
円
と

言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
本
の
一
冊
も
買
い
与
え
て
く
れ
な
い
よ
う

な
親
と
不
慣
れ
な
外
国
で
生
活
し
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
幸
福
に
な
れ
る
と

は
到
底
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
女
が
両
親
の
考
え
方
に
疑

問
を
持
ち
、
最
終
的
に
両
親
の
悪
影
響
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

も
、
第
二
章
の
末
尾
近
く
で
明
言
さ
れ
て
い
る
通
り
「
多
く
の
本
を
読

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
両
親
が
知
ら
な
い
人
生
観
を
習
得
し
た
」
か
ら
で

あ
り
、「
両
親
が
少
し
で
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
や
キ
プ
リ
ン
グ
を
読
ん
で
い

た
ら
、
人
を
騙
し
て
儲
け
る
こ
と
や
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
よ
り
や
る
べ

き
こ
と
が
人
生
に
は
あ
る
と
気
づ
く
は
ず
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
二
二
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～
二
三
）。

　

マ
テ
ィ
ル
ダ
が
両
親
で
は
な
く
ミ
ス
・
ハ
ニ
ー
を
自
分
の
保
護
者
と

し
て
「
選
ん
だ
」
こ
と
は
、
一
面
で
は
「
悪
し
き
現
代
」
と
「
伝
統
」

と
い
う
選
択
肢
の
う
ち
後
者
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
外
国

と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
間
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
し
、
テ
レ
ビ
と
本
の
間
で
迷
わ
ず
後
者
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。『
マ
テ
ィ
ル
ダ
』
で
は
一
貫
し
て
二
十
世
紀

後
半
の
「
同
時
代
的
な
」
生
活
様
式
が
批
判
に
晒
さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
電

子
レ
ン
ジ
が
普
及
す
る
以
前
の
、
人
々
が
古
い
物
語
を
聞
い
て
多
く
の

本
を
読
ん
で
伝
統
的
な
方
法
で
生
活
し
て
い
た
時
代
の
価
値
観
や
人
間

の
在
り
方
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
と
解
読
で
き
よ
う
。
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Matilda as a Literary Criticism and Its Background

Satoshi Ando

Abstract

　　Roald Dahl’s Matilda is, in a sense, a manifestation of the author’s view on literature: how 

Matilda, the protagonist, enjoys reading and what she reads seem to reflect not merely Dahl’s 

opinion on the importance of reading but also his liking for literature. The novel also suggests his 

abhorrence of contemporary lower-middle class lifestyle such as watching vulgar TV programmes 

and excessively eating TV dinners. The novelist strongly believes that it is essential for children to 

read good books, and that watching TV with extravagance both robs people of time for reading and 

opportunity to think spontaneously and damages their imagination incurably. The principal purpose 

of this article is to deliberate upon Dahl’s view on literature seen in Matilda and to observe how the 

latter half of the twentieth-century and traditional English country life as background influence the 

novel.


