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言
葉
の
噓
を
感
知
し

「
良
き
時
」
を
共
有
す
る
言
葉
を
探
す
人

　
　

片
桐
ユ
ズ
ル
詩
集　
『
わ
た
し
た
ち
が

　
　
　

良
い
時
を
す
ご
し
て
い
る
と
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

片
桐
ユ
ズ
ル
さ
ん
と
東
日
本
大
震
災
か
ら
三
日
後
に

京
都
で
初
め
て
お
会
い
し
た
。
そ
の
時
に
最
も
感
じ
た

こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
し
な
や
か
な
自
然
体
で
あ
り
精

神
の
自
由
な
人
間
が
現
実
に
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
不

思
議
な
驚
き
だ
っ
た
。
片
桐
ユ
ズ
ル
さ
ん
と
の
出
会
い

は
、
札
幌
の
詩
人
矢
口
以
文
さ
ん
が
昨
年
に
コ
ー
ル

サ
ッ
ク
社
か
ら
刊
行
し
た
詩
集
『
詩
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
』
を

と
て
も
高
く
評
価
し
て
く
れ
多
く
の
方
に
紹
介
し
て
く

れ
た
の
で
、
京
都
に
行
く
機
会
が
あ
り
お
会
い
す
る
こ

と
に
し
た
。
片
桐
さ
ん
は
私
が
出
会
っ
た
例
え
ば
浜
田

知
章
、
鳴
海
英
吉
、
木
島
始
、
嵯
峨
信
之
、
宗
左
近
と

い
っ
た
大
物
詩
人
と
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
と
詩
的
精
神
の

深
み
を
感
じ
た
。
し
か
し
そ
の
誰
と
も
違
っ
た
異
質
な

個
性
の
輝
き
を
放
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
何
か
と
問
う
て

み
る
と
戦
後
詩
の
歴
史
の
中
で
片
桐
ユ
ズ
ル
と
い
う
個

性
で
し
か
切
り
拓
け
な
か
っ
た
領
域
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
今
も
そ
の
可
能
性
を
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ

た
の
だ
。

　

片
桐
ユ
ズ
ル
さ
ん
は
、
先
祖
が
長
野
県
下
伊
那
郡
根

羽
の
出
身
で
一
九
三
一
年
に
東
京
都
杉
並
区
に
生
ま
れ

た
。
父
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
英
国
に
も
留
学
し
た
こ
と

の
あ
る
民
間
の
英
語
教
育
者
だ
っ
た
。
祖
母
も
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
当
時
の
一
般
の

家
庭
の
仏
教
や
神
道
の
家
庭
と
は
全
く
異
な
る
環
境
で

育
っ
た
の
だ
ろ
う
。
片
桐
さ
ん
か
ら
直
接
聞
い
た
話
で

は
、
敬
虔
な
祖
母
が
信
仰
生
活
の
実
践
者
で
そ
の
宗
派

の
決
ま
り
ご
と
で
牛
や
豚
の
肉
食
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
暮
ら
し
だ
っ
た
そ
う
だ
。

ま
た
土
曜
日
の
礼
拝
の
際
に
外
国
人
牧
師
の
通
訳
を
父

が
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
で
英
語
は
あ
た
り
ま
え
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
片
桐

さ
ん
の
育
っ
た
環
境
は
、
日
本
で
あ
り
な
が
ら
外
国
の

よ
う
な
異
空
間
に
日
常
的
に
出
入
り
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
た
。
戦
争
中
は
学
徒
動
員
で
真
空
管
を
作
る

工
場
で
働
い
て
い
た
と
い
う
。
当
時
三
鷹
に
暮
ら
し
て

い
て
東
京
大
空
襲
の
被
災
は
免
れ
た
が
、
下
町
の
東
の

空
が
燃
え
続
け
て
い
る
の
を
今
も
覚
え
て
い
る
と
い
う
。

戦
争
に
勝
ち
目
が
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
学
校
や
工
場

で
の
日
本
は
必
ず
勝
つ
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
噓
の
言

葉
を
感
知
し
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
勝
つ
か
負
け
る

か
を
問
わ
れ
た
時
に
は
「
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
苦
肉
の
言
葉
で
ご
ま
か
し
切
り
抜
け
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
、
論
理
的
な
不
誠
実
を
感
じ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

戦
後
は
ラ
ジ
オ
で
進
駐
軍
の
英
語
を
聞
く
よ
う
に
な

り
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
英
文
科
に
入
り
、
詩
作
や
詩

誌
作
り
を
開
始
し
た
。
卒
業
後
、
寺
山
修
司
や
白
石
か

ず
こ
な
ど
と
も
交
流
し
、
都
立
杉
並
高
校
の
英
語
教
師

に
な
っ
た
。
そ
の
間
に
米
国
に
留
学
し
、
英
語
教
育
に

そ
の
成
果
を
反
映
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
祖
は
信

州
の
医
師
の
家
系
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
片
桐
さ
ん

は
そ
の
よ
う
な
日
本
的
な
伝
統
と
は
ど
こ
か
吹
っ
切
れ

て
い
る
感
じ
が
す
る
が
、
心
身
の
関
係
を
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
先
祖
の
問
題
意
識
と
も
ど
こ
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る
こ
と
が
思
考
の
訓
練
に
な
る
よ
う
に
し
た
。「
ベ
ー

シ
ッ
ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
基
づ
い
た
英
語
教
育

法
は
の
ち
に
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
よ
り
、「Graded D

irect 

M
ethod

」（
Ｇ
Ｄ
Ｍ
）
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
教
師

が
初
め
に
英
語
の
文
法
を
規
則
と
し
て
教
え
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
初
め
に
耳
と
口
の
練
習
を
数
週
間
、
数
ヶ

月
間
も
徹
底
的
に
や
ら
せ
る
の
で
も
な
く
、
各
レ
ッ
ス

ン
の
最
初
は
口
で
学
習
す
る
が
、
同
じ
時
間
内
に
読
む

こ
と
や
書
く
こ
と
ま
で
持
っ
て
い
く
と
い
う
、「
書
く

こ
と
を
大
切
に
す
る
」
学
習
法
だ
と
い
う
。
そ
の
目
的

は
学
習
者
が
「
自
然
に
何
か
を
言
い
た
く
な
る
よ
う
に

も
っ
て
い
く
よ
う
に
工
夫
す
る
」
学
習
法
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
師
が
初
め
に
口
頭
で
語

り
始
め
る
英
語
が
シ
ン
プ
ル
で
学
習
者
が
真
似
を
し
た

く
な
る
よ
う
に
、
自
ら
に
応
用
し
や
す
い
英
文
を
提
示

す
る
こ
と
が
出
来
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
英
語

で
い
つ
か
対
話
を
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
独
り
言

を
た
っ
ぷ
り
い
う
自
発
的
な
訓
練
が
必
要
だ
と
考
え
て
、

そ
れ
を
自
覚
的
に
実
践
さ
せ
る
方
法
な
の
だ
ろ
う
。
片

桐
さ
ん
は
オ
グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
「
ベ
ー
シ
ッ

ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
が
そ
の
後
の
後
継
者
た
ち
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
展
開
を
し
て
き
た
か
の
歴
史
を
記

し
て
い
る
が
、
こ
の
学
習
法
が
逆
に
「
権
威
あ
る
英
語

教
育
の
専
門
家
た
ち
」
か
ら
排
撃
さ
れ
て
き
た
歴
史
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
も
い
る
。

　

ま
た
『
ふ
た
つ
の
世
界
に
生
き
る
―
一
般
意
味
論
』

は
、
記
号
学
の
意
味
論
で
は
な
く
、
ひ
と
言
で
言
え
ば

「
言
葉
の
噓
を
発
見
す
る
方
法
」
と
も
言
え
る
。
片
桐

さ
ん
は
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
言
葉
を
引
用
し

「
人
間
は
言
語
と
非
言
語
の
二
つ
の
世
界
に
す
む
両
生

か
重
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
先
程
冒
頭
で
名

を
挙
げ
た
詩
人
た
ち
は
故
郷
を
抱
え
て
い
て
、
そ
の
原

点
と
も
い
え
る
故
郷
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
そ
の

後
の
自
分
の
仕
事
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が

片
桐
さ
ん
は
祖
母
や
父
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
か
ら
か

原
点
が
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
英
語
を
母
国
語
と
す
る

よ
う
な
日
英
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
原
点
で
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
片
桐
さ
ん
は
自
ら
が
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
こ
と
を
原
点
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

日
本
人
や
日
本
語
を
相
対
化
し
、
世
界
の
実
践
的
な
言

語
思
想
の
観
点
か
ら
日
本
語
や
日
本
人
の
生
き
方
を
問

う
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
英
語
が
二
十
世
紀
・

二
十
一
世
紀
に
こ
れ
ほ
ど
世
界
に
広
ま
る
に
は
、
英
語

教
育
の
中
に
他
の
言
語
と
は
異
な
る
有
力
な
指
導
方
法

や
動
機
づ
け
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
片
桐
さ
ん
の
次

に
触
れ
る
著
作
類
は
二
十
世
紀
以
降
の
英
語
教
育
の
歴

史
を
内
側
か
ら
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
言
語
思
想
の
背

景
を
追
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

片
桐
さ
ん
の
言
語
思
想
は
、
著
書
で
あ
る
『
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
』（
京

都
修
学
社
、
一
九
九
六
年
刊
）
や
『
ふ
た
つ
の
世
界
に

生
き
る
―
一
般
意
味
論
』（
京
都
修
学
社
、
二
〇
〇
四

年
刊
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
は
、
Ｃ
・
Ｋ
・
オ
グ
デ
ン
と
Ｉ
・

Ａ
・
リ
ャ
ー
ズ
が
『
意
味
の
意
味
』
を
共
同
で
書
い
て

い
く
過
程
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

片
桐
さ
ん
に
よ
る
と
二
人
は
、
英
語
を
外
国
人
に
効

率
よ
く
学
習
さ
せ
る
た
め
に
、
英
語
を
普
遍
言
語
で
あ

る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
」
と
構
想
し

て
、
音
が
重
な
る
使
用
単
語
も
減
ら
し
た
り
、
学
習
す
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明
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
い
う
実
践
的
な
試
み
を
秘
め

て
い
る
理
論
だ
っ
た
の
だ
。

　
　

２

　

私
が
『
現
代
詩
文
庫
32　

片
桐
ユ
ズ
ル
詩
集
』

（
一
九
七
〇
年
刊
、
思
潮
社
）
を
読
ん
だ
の
は
、
学
生

時
代
の
一
九
七
〇
年
代
半
ば
だ
っ
た
思
わ
れ
る
。
そ
の

詩
集
解
説
に
関
根
弘
が
片
桐
さ
ん
に
つ
い
て
興
味
深
い

紹
介
を
し
て
い
た
こ
と
が
心
に
残
っ
て
い
た
の
で
、
今

回
再
読
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
関
根
弘
に

会
う
た
め
に
寝
袋
を
入
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背

負
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ー
ト
詩
人
ゲ
ー
リ
ー
・
ス
ナ
イ

ダ
ー
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
詩
人
を
知
る
た
め
に
片
桐

ユ
ズ
ル
訳
編
『
ビ
ー
ト
詩
集
』
や
諏
訪
優
の
『
ビ
ー

ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
な
ど
を
読
ん
で
ス
ナ
イ

ダ
ー
の
理
解
を
深
め
た
と
い
う
。
ビ
ー
ト
詩
人
が
労
働

を
し
な
い
で
貰
い
物
を
し
な
が
ら
放
浪
の
旅
を
し
、
詩

を
朗
読
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
詩
人
だ
と
気
付
い
た
と

い
う
。
そ
の
頃
の
日
本
の
ビ
ー
ト
の
詩
人
の
拠
点
が
新

宿
の
風
月
堂
で
あ
り
、
ま
た
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
ゲ
リ

ラ
が
上
京
し
て
新
宿
西
口
広
場
で
土
曜
集
会
を
開
い
て

い
た
が
、
そ
の
若
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
黒
幕
的
存

在
が
実
は
、
京
都
に
在
住
し
て
い
る
片
桐
ユ
ズ
ル
で
は

な
い
か
と
関
根
弘
は
推
測
し
て
い
た
。
実
際
に
フ
ォ
ー

ク
に
熱
狂
し
た
当
時
の
若
者
達
の
間
で
片
桐
さ
ん
の
製

作
し
た
「
か
わ
ら
版
」
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
広
が
っ
て

い
た
と
い
う
。
戦
後
詩
は
「
荒
地
」
や
「
列
島
」
か
ら

始
ま
っ
て
多
く
の
詩
人
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
が
、

風
俗
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、

類
だ
」
と
い
う
。
つ
ま
り
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉

の
意
味
の
関
係
性
や
深
層
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
証

す
る
方
法
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
最
近
の
例
で
言
え

ば
、
国
や
東
電
や
学
者
た
ち
が
原
発
を
「
安
全
」
と
言

う
場
合
の
「
安
全
」
と
は
、
ど
ん
な
意
味
で
「
安
全
」

と
い
っ
て
い
る
の
か
を
表
情
や
立
ち
居
振
る
舞
い
や
言

葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
す
る
考
え
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
初
め
て
片
桐
さ
ん
と
お
会
い
し
た
時
に

感
じ
た
し
な
や
か
で
心
地
よ
い
人
間
関
係
へ
の
予
感
は
、

実
は
片
桐
さ
ん
の
言
葉
の
思
想
か
ら
滲
み
出
て
き
た
か

ら
自
然
に
思
わ
れ
た
の
だ
。
一
般
意
味
論
を
提
唱
し
た

の
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ー
ジ
ブ
ス
キ
ー
（
１
８
７
９

‐
１
９
５
０
）
で
そ
の
考
え
方
は
次
の
三
点
に
集
約
さ

れ
る
と
片
桐
さ
ん
は
言
う
。

　

１
．
地
図
は
現
地
で
は
な
い

　

２
．
地
図
は
現
地
の
す
べ
て
を
あ
ら
わ
す
わ
け
で
は

　
　
　

な
い

　

３
．
地
図
に
つ
い
て
の
地
図
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

　
　
　

る

　

コ
ー
ジ
ブ
ス
キ
ー
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
な

が
ら
も
、
人
類
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
向
っ
て
い
く
こ

と
に
ひ
ど
く
心
を
痛
め
、
人
間
と
は
何
か
と
深
く
問
う

て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
た
ち
の
「
非

生
存
的
記
号
行
動
」
を
批
判
す
る
た
め
に
、
大
著
『
科

学
と
正
気
』
を
書
き
上
げ
て
、
人
類
の
進
化
の
道
を
一

般
意
味
論
と
名
付
け
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
単
な
る

言
語
思
想
と
い
う
よ
り
も
人
間
の
文
化
や
文
明
批
判
で

あ
り
、
そ
の
批
判
を
通
じ
て
新
た
な
人
類
の
文
化
や
文

7
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優
れ
た
詩
人
で
あ
り
詩
論
家
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
片

桐
さ
ん
の
指
摘
を
日
本
の
社
会
が
も
っ
と
真
剣
に
受
け

止
め
て
「
専
門
家
」
の
専
門
語
に
思
考
停
止
さ
れ
な

か
っ
た
ら
、
３
．
11
以
降
の
「
専
門
家
」
不
信
に
な
ら

ず
に
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
な
ど
と
私
は
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。
片
桐
さ
ん
の
詩
論
「
詩
の
コ
ト
バ
と
日
常
の
コ

ト
バ
」
の
主
張
の
中
で
最
も
私
が
優
れ
た
見
識
だ
と
考

え
る
の
は
、
詩
人
と
は
高
度
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
生
み
出

す
言
葉
の
使
い
手
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

来
の
考
え
を
迷
信
で
あ
る
と
い
う
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
考
え

に
共
感
し
、
今
か
ら
五
十
年
前
に
次
の
よ
う
な
意
味
を

記
述
し
て
い
る
こ
と
だ
。
メ
タ
フ
ァ
ー
は
言
葉
の
逸
脱

で
は
な
く
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
な
け
れ
ば
言
葉
の
伝
達
が

不
可
能
で
あ
る
ほ
ど
、
日
常
語
を
話
す
民
衆
の
間
に
満

ち
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
新
し
さ

に
気
付
い
て
詩
に
導
入
す
る
の
が
、
詩
人
と
い
う
存
在

で
あ
る
と
詩
的
言
語
や
詩
人
の
隠
さ
れ
た
本
質
を
告
げ

て
い
た
。
片
桐
さ
ん
の
半
世
紀
前
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
迷

信
を
剝
ぎ
取
っ
た
言
語
思
想
を
言
語
派
詩
人
た
ち
が
受

け
止
め
て
い
た
ら
、
現
在
の
詩
の
世
界
は
、
も
っ
と
豊

か
な
民
衆
の
知
恵
に
満
ち
て
、
民
衆
に
愛
さ
れ
る
詩
的

世
界
を
構
築
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
。

　

新
詩
集
『
わ
た
し
た
ち
が
良
い
時
を
す
ご
し
て
い
る

と
』
に
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
の
約

七
〇
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
ば
ら
っ
ど
ひ

と
つ
，
び
ら
ね
る　

み
っ
つ
，
そ
の
た
め
の
み
じ
か
い

詩
，
１
９
６
９
‐
７
３
」
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
小

さ
な
手
作
り
詩
集
「
か
わ
ら
版
」
を
発
行
し
て
い
た
が
、

そ
こ
で
書
か
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
中
に
「
コ
ト
バ
は　

た
ね
だ
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

片
桐
ユ
ズ
ル
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ー
ト
詩
人
の
紹
介

や
オ
ー
ラ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
（
口
づ
た
え
文
化
）
の
詩

論
で
あ
る
片
桐
ユ
ズ
ル
「
詩
の
コ
ト
バ
と
日
常
の
コ
ト

バ
」
な
ど
が
戦
後
世
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
た
。

〈
従
来
の
日
本
の
詩
の
専
門
家
は
、
活
字
中
心
で

あ
っ
た
。
片
桐
ユ
ズ
ル
の
詩
の
意
識
は
、
書
く
と
い

う
よ
り
、
し
ゃ
べ
る
と
い
う
こ
と
の
面
白
さ
に
あ

る
。
か
れ
は
、「
詩
の
コ
ト
バ
と
日
常
の
コ
ト
バ
」

の
な
か
で
書
い
て
い
る
。「
日
常
の
ハ
ナ
シ
に
お
い

て
、
コ
ー
フ
ン
す
れ
ば
早
口
に
な
り
、
慎
重
に
な
れ

ば
一
語
一
語
ゆ
っ
く
り
上
げ
足
を
と
ら
れ
な
い
よ
う

に
し
ゃ
べ
る
、
重
要
な
こ
と
は
知
ら
ず
知
ら
ず
く
り

か
え
す

―
こ
れ
が
リ
ズ
ム
だ
。」
／
詩
集
の
題
に

も
な
っ
て
い
る
「
専
問
家
は
保
守
的
だ
」
は
、
そ
の

問
題
意
識
の
実
践
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
専
問
家
」は
、

ホ
ン
ト
は
「
専
門
家
」
で
あ
る
が
、「
専
問
家
」
の

ほ
う
が
カ
ッ
コ
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ
え
て
「
専

問
家
」
に
し
た
と
い
う
イ
キ
サ
ツ
も
い
か
に
も
片
桐

ユ
ズ
ル
ら
し
い
。
つ
ま
り
片
桐
ユ
ズ
ル
は
、「
専
門

家
」
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い

る
の
で
あ
る
〉

　

関
根
弘
は
、
片
桐
さ
ん
の
一
般
意
味
論
で
一
番
言
い

た
か
っ
た
、「
地
図
は
現
地
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉

が
噓
を
つ
く
こ
と
の
た
め
ら
い
を
語
ら
な
い
「
専
門

家
」
た
ち
へ
の
不
信
を
的
確
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
関
根
弘
は
「
列
島
」
の
中
心
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、「
列
島
」
の
限
界
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
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第
四
部
「
二
つ
の
世
界
」
は
、
一
九
七
〇
年
年
代
の

ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
や
そ
の
人
び
と
に
関
わ
る
日
本
人

な
ど
の
言
葉
と
言
葉
以
前
の
「
二
つ
の
世
界
」
か
ら
、

片
桐
さ
ん
の
詩
が
立
ち
昇
っ
て
く
る
現
場
に
遭
遇
で
き

る
。
人
間
た
ち
心
の
動
き
が
シ
ン
プ
ル
に
淡
々
と
描
か

れ
て
い
る
詩
群
だ
。

　

第
五
部
「
無
心
と
経
験
の
歌
」
は
、「
無
心
の
歌
」

と
「
経
験
の
歌
」
に
分
か
れ
て
い
て
、
今
回
の
詩
集
の

た
め
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
書
か
れ
た
四
十
篇
以
上
の
詩
群

だ
。
こ
の
「
無
心
の
歌
」
に
は
、
片
桐
さ
ん
の
こ
れ
ま

で
心
が
け
て
き
た
ま
っ
さ
ら
な
無
心
の
心
で
見
つ
め
て

き
た
詩
的
精
神
の
集
大
成
の
試
み
で
あ
る
。
ま
た
「
経

験
の
歌
」
は
、
今
ま
で
語
る
こ
と
の
な
か
っ
た
父
母
や

祖
母
か
ら
託
さ
れ
た
「
た
ね
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
だ
わ

り
で
、
自
分
の
経
験
と
な
っ
て
今
も
生
々
し
く
息
づ
い

て
い
る
か
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
詩
集
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
詩
「
わ
た
し

た
ち
が
良
い
時
を
す
ご
し
て
い
る
と
」
を
引
用
し
て
こ

の
小
論
を
終
え
た
い
。

　
　

わ
た
し
た
ち
が
良
い
時
を
す
ご
し
て
い
る
と

　

わ
た
し
た
ち
が
良
い
時
を
す
ご
し
て
い
る
と

　

あ
の
ひ
と
が
首
を
つ
き
だ
し
て
交
差
点
を

　

わ
た
っ
て
く
る
の
が
見
え
た
の
で

　

わ
た
し
た
ち
は
か
く
れ
た

　

あ
の
ひ
と
は
ひ
と
の
時
間
を
ぬ
す
む
か
ら
ね

　

と
い
い
な
が
ら
気
づ
い
た

　

わ
た
し
た
ち
に
共
有
で
き
る
の
は

　

こ
と
ば
は　

た
ね
だ

　

四
方
八
方
に
何
千
何
百
と
ま
き
ち
ら
し
て

　

芽
が
で
な
い

　

か
と
お
も
う
と

　

た
っ
た
ひ
と
つ
が

　

だ
れ
か
さ
ん
の
胸
に
根
を
お
ろ
し

　

ど
ん
な
花
が
さ
く

　

こ
の
詩
は
、
片
桐
さ
ん
の
言
語
思
想
を
体
現
し
て
い

る
よ
う
な
詩
だ
。
人
間
は
言
葉
以
前
の
こ
と
を
言
葉
で

表
現
す
る
の
だ
か
、
何
度
も
言
い
替
え
な
が
ら
思
い
を

伝
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
口
で
伝
え
る
言
葉
は
、
自
分

の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
「
た
ね
」
で
あ
り
、
そ
の
「
た

ね
」
が
い
つ
の
日
か
届
け
ら
れ
た
人
の
胸
中
に
根
を
下

ろ
し
、
花
が
咲
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
片
桐
さ
ん
の
姿

が
見
え
る
よ
う
な
詩
だ
。

　

第
二
部
「
ぬ
い
ぐ
る
み
の
世
界
」
は
、
主
人
公
は
動

物
た
ち
だ
が
、
人
間
世
界
を
動
物
た
ち
を
使
い
な
が
ら
、

そ
の
人
間
世
界
の
窮
屈
さ
や
宿
命
的
な
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。
片
桐
さ
ん
に
と
っ
て
動
物
の
世
界
と
人
間
の

世
界
は
つ
な
が
っ
て
い
て
、
人
間
が
動
物
か
ら
学
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

第
三
部
「
む
か
し
の
歌
」
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
民
謡
や
イ
ェ
イ
ツ
な
ど
の
詩
と
楽
譜
と
そ
の
解

説
も
掲
載
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
関
西

フ
ォ
ー
ク
・
ゲ
リ
ラ
の
若
者
た
ち
や
一
九
七
〇
年
代
の

京
都
「
ほ
ん
や
ら
洞
」
に
集
っ
た
詩
人
や
芸
術
家
達
に

な
ぜ
オ
ー
ラ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
（
口
づ
た
え
文
化
）
が

支
持
さ
れ
た
か
を
知
る
貴
重
な
訳
詩
群
詩
篇
だ
。
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時
間
だ
け
だ

　

片
桐
さ
ん
の
詩
作
の
目
的
が
「
良
い
時
」
を
共
有
す

る
こ
と
だ
と
明
快
に
告
げ
て
い
る
。
ま
た
「
あ
の
ひ
と

が
首
を
つ
き
だ
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
片
桐
さ
ん
が

現
在
日
本
の
代
表
を
つ
と
め
て
世
に
広
め
て
い
る
「
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
テ
ク
ニ
ー
ク
」
の
緊
張
を
解
く
手
法

を
暗
示
し
て
い
る
。
人
間
の
頭
は
胴
体
に
自
然
に
乗
り
、

周
囲
や
上
下
を
ゆ
っ
く
り
見
回
す
自
然
体
で
あ
る
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
危
機
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
考
え
を
基
本
と
し
て
い
る
。
他
者
の
生

き
る
自
然
な
時
間
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に
生
き
る
こ
と

の
喜
び
を
こ
の
短
い
詩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
自
ら
の
詩
思
想
と
言
語
思
想
と
生
き
方
が
こ
れ
ほ

ど
一
致
し
て
若
き
日
々
か
ら
変
わ
ら
ず
成
し
遂
げ
て
き

た
詩
人
は
、
稀
有
だ
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
詩
の
魅

力
を
「
良
き
時
」
を
過
ご
す
生
き
方
と
結
び
つ
け
て
考

え
、
詩
を
口
承
の
伝
統
を
生
か
す
民
衆
の
共
有
物
だ
と

思
っ
て
い
る
人
び
と
に
は
、
ぜ
ひ
読
ん
で
欲
し
い
と

願
っ
て
い
る
。
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桐
ユ
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