
デ
イ
ベ
ー
ト
＆
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

さ
ま
よ
う
魂

「分
析
批
評
」
に
よ
る
「子
守
り
歌
」

「風
俗
産
業
で
生
き
る
女
の
子
達
は
、
あ
る
何
か
を
象
徴

し
て
い
る
」
①

は
じ
め
に

村
上
龍
の
短
編
小
説
「子
守
り
歌
」
の
主
人
公
は
、
売
春

を
す
る
「女
の
子
」
で
あ
る
。
「売
春
が
登
場
す
る
小
説
を

ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
仮
に
で
冗春
小
説
』
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
を
つ
く
っ
て
」②
み
る
な
ら
、
い」の
小
説
も
コ
冗春
小
説
」

に
入
る
。

「子
守
り
歌
」
に
は
、
「彿
復
す
る
魂
」、
「男
女
関
係
」
と

「男
と
女
の
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ

が
、）」の
作
品
の
主
人
公
は
強
烈
な
自
己
主
張
を
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
実
際
ど
こ
か
に
存
在
す
る
よ
う
な
「女
の
子
」

中

村

裕

子

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「病
院
」
に
入
っ
て
い
る
女
の
人
が
登

場
し
、
現
実
に
は
有
り
得
な
い
よ
う
な
場
面
が
展
開
す
る
。

リ
ア
リ
テ
ィ
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
混
然
一体
で
、非
常
に
不

思
議
な
作
品
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
回
は
「子
守
り
歌
」
の
「分
析
批
評
」
③
を

試
み
た
い
。

１
　
「子
守
り
歌
」
の
テ
ー
マ

「子
守
り
歌
」
の
底
流
に
流
れ
る
思
想
、
す
な
わ
ち
テ
ー

マ
は
、先
ほ
ど
挙
げ
た
「彿
復
す
る
魂
」、
「男
女
関
係
」、
そ

し
て
「男
と
女
の
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。

以
下
の
章
か
ら
は
、，」の
二
つ
の
テ
ー
マ
が
作
品
の
中
で

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
証
し
た
い
。



２
紡
往
す
る
魂
―
あ
ら
す
じ

そ
れ
で
は
、
「子
守
り
歌
」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
い
。

分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、全
体
を
七
つ
の
章
に
分
け
て
み
よ

，『ノ。一章
は
、
主
人
公
で
あ
る
「あ
た
し
」
の
家
の
場
面
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
。
お
皿
洗
い
を
し
て
い
た
「あ
た
し
」
は
、

昔
付
き
合
っ
て
い
た
音
楽
家
の
声
が
テ
レ
ビ
か
ら
聞
））え
て

き
て
、
う
ろ
た
え
て
し
ま
っ
た
。
音
楽
家
は
、
自
慢
気
に
自

分
の
家
族
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
「あ
た
し
」
と
同
棲
し

て
い
る
ト
ウ
ル
は
、テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
マ
ー
マ
レ
ー
ド
を

塗
っ
た
焼
い
て
い
な
い
パ
ン
を
頬
張
つ
て
い
た
。「あ
た
し
」

は
、
「ど
う
し
て
あ
た
し
が
こ
う
い
う
目
に
あ
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
、あ
の
男
は
き
れ
い
な
海
岸
や
雪
の
上

で
家
族
と
遊
ん
で
い
る
の
に
あ
た
し
の
横
に
は
立
て
膝
を
し

て
い
る
ト
ウ
ル
が
い
る
だ
け
だ
‥
‥
‥
」
ｏ
と
思
っ
た
の

だ
つ
た
。

「あ
た
し
」
が
、
事
務
所
で
音
楽
家
に
会
い
に
行
こ
う
と

考
え
て
い
た
の
が
二
章
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
「あ

た
し
」に
初
め
て
シ
ヤ
ン
ペ
ン
や
生
牡
蠣
を
ご
馳
走
し
て
く

れ
た
り
、や
さ
し
く
髪
を
撫
で
て
く
れ
た
音
楽
家
が
思
い
出

さ
れ
た
。
「あ
た
し
」
に
と
つ
て
、
音
楽
家
は
「大
切
な
人

だ
っ
た
」
③
の
で
あ
る
。

三
章
は
、電
話
が
あ
っ
て
ラ
ブ
ホ
テ
ル
ヘ行
っ
た
「あ
た

し
」
が
お
客
に
「犯
さ
れ
」、
死
に
た
く
な
っ
た
場
面
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、音
楽
家
の
家
に
行
こ
う
と
決
心
し
た
ら
心

が
軽
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

ウ
イ
ン
ナ
ー
ソ
ー
セ
ー
ジ
と
卵
焼
き
と
キ
ュ
ウ
リ
の
古
漬

け
の
お
弁
当
を
持
ち
、
「あ
た
し
」
が
音
楽
家
の
家
に
出
か

け
た
の
が
四
章
で
あ
る
。彼
の
家
は
、郊
外
の
高
級
住
宅
街

に
あ
っ
た
。

五
章
は
、
「あ
た
し
」
が
公
園
で
お
弁
当
を
食
べ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。す
る
と
、年
を
と
つ
た
女
の
人
が
オ
ペ
ラ
を

歌
い
な
が
ら
現
れ
た
。
女
の
人
は
「あ
た
し
」
を
、
自
分
の

夫
の
音
の
愛
人
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
「あ
た

し
」
の
お
弁
当
に
入
っ
て
い
る
卵
焼
き
を
「マ
ロ
ン
ス
フ

レ
」
や
「小
海
老
の
コ
キ
ー
ル
」、
或
い
は
「い
ん
げ
ん
豆

と
鹿
の
パ
テ
」
か
と
思
っ
た
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
突
然
泥

で
汚
れ
た
左
親
指
を
「あ
た
し
」
の
日
の
前
に
突
き
出
し
、

「紙
め
な
さ
い
」
⑥
、
と
命
令
し
た
の
で
あ
る
。
「あ
た
し
」

が
び
つ
く
り
し
て
顔
を
遠
ざ
け
る
と
、
女
の
人
は
「わ
た

し
」
を
「淫
売
」
と
叫
ん
だ
の
だ
っ
た
。
若
い
女
が
現
れ
、

女
の
人
の
腕
を
掴
ん
で
連
れ
て
行
っ
た
。



「あ
た
し
」は
音
楽
家
の
家
に
着
き
、
ノ
ッ
ク
を
し
た
。
し

か
し
応
答
は
な
く
、
一一階
の
窓
が
開
い
て
い
た
の
で
、
ど
う

に
か
し
て
ベ
ラ
ン
ダ
に
上
が
ろ
う
と
し
た
。犬
小
屋
の
屋
根

に
足
を
か
け
た
ら
屋
根
が
壊
れ
、
「あ
た
し
」
は
大
に
足
を

咬
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
恐
怖
と
痛
み
で
泣
い
て
い
る
と
、警

官
が
や
っ
て
き
て
「あ
た
し
」
を
掴
ま
え
た
。
こ
れ
が
六
章

で
あ
る
。

七
章
で
は
オ
ペ
ラ
を
歌
っ
た
女
の
人
が
再
び
現
れ
、
「あ

た
し
」
を
警
官
か
ら
解
放
し
て
く
れ
た
。
「あ
た
し
」
と
女

の
人
は
一緒
に
公
園
へ
行
く
と
、
女
の
人
は
子
守
り
歌
を

歌
っ
た
。
す
る
と
「あ
た
し
」
は
音
楽
家
を
思
い
出
し
、
歌

も
あ
ま
り
に
も
美
し
か
っ
た
の
で
、涙
が
と
め
ど
な
く
溢
れ

た
の
だ
っ
た
。

３
　
男
と
女
の
関
係
―
視
点

「子
守
り
歌
」
で
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「あ
た
し
」

の
日
か
ら
全
て
が
語
ら
れ
て
い
る
。し
か
も
、
「あ
た
し
」は

「あ
た
し
」
の
心
の
中
し
か
話
さ
な
い
。
こ
の
作
品
は
、　
一

人
称
限
定
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「思
う
」、
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
、本

分
か
ら
い
く
つ
か
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

「‥
‥
‥
早
く
そ
の
音
楽
家
が
テ
レ
ビ
か
ら
消
え
て
く
れ

な
い
か
な
と
思
っ
た
が
‥
‥
‥
」
２
一一四
頁
）

「‥
‥
‥
尻
を
突
き
出
す
格
好
で
犯
さ
れ
な
が
ら
こ
の
ま

ま
で
は
自
分
が
惨
め
だ
と
思
っ
て
死
に
た
く
な
っ
た
。」２

二
人
頁
）

「‥
‥
‥
音
楽
家
の
家
は
‥
‥
‥
広
い
道
路
と
広
い
道
路

が
交
差
す
る
角
に
あ
っ
て
あ
た
し
は
ま
る
で
よ
く
高
原
と
か

ス
キ
ー
場
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
。」２
〓一四

頁
）こ

の
よ
う
に
、
「あ
た
し
」
が
「あ
た
し
」
の
心
の
中
し

か
語
ら
な
い
限
定
視
点
に
よ
っ
て
、テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る

「男
女
関
係
」
が
効
果
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
音
楽

家
は
、
「あ
た
し
」
に
優
し
く
微
笑
ん
で
く
れ
た
り
、
食
事

や
旅
行
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
「あ
た
し
」
一
人
に

と
っ
て
の
み
、音
楽
家
は
「大
切
な
人
」だ
っ
た
の
で
あ
る
。

音
楽
家
に
と
つ
て
、
「あ
た
し
」
が
「大
切
な
人
」
だ
っ
た

か
ど
う
か
は
一切
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ァ
‥
‥
二
人
で

食
っ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
の
が
嫌
い
」ｏ
な
音
楽
家
は
、そ

の
た
め
に
「あ
た
し
」と
会
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「あ

た
し
」
が
音
楽
家
を
想
っ
て
い
る
ほ
ど
、
音
楽
家
は
「あ
た

し
」
を
想
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
人
は
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
、
す
れ
違
う
「男
女
関
係
」
に
あ
る
。



４
　
男
と
女
の
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ー
イ
メ
ー
ジ
語

イ
メ
ー
ジ
語
と
は
、
弓
雨
』
や
『傷
跡
』
な
ど
の
よ
う
に
、

具
体
的
に
絵
に
な
る
こ
と
ば
（映
像
語
）
や
、
耳
に
聞
こ
え

る
言
葉
釜
日響
語
）、
肌
で
分
か
る
こ
と
ば
（体
感
語
）、
に

お
い
が
分
か
る
こ
と
ば
（嗅
覚
語
）、
味
が
分
か
る
こ
と
ば

（味
覚
語
）
な
ど
、
五
感
に
よ
つ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
ば
の

使
い
方
」
③
を
指
す
。
作
品
か
ら
イ
メ
ー
ジ
語
を
ピ
ツ
ク
・

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、テ
ー
マ
が
よ
り
理
解
可
能
と

な
る
。

「子
守
り
歌
」
の
イ
メ
ー
ジ
語
は
、
非
常
に
食
べ
物
が
多

い
ｏ
。
面
白
い
こ
と
に
、
「あ
た
し
」
や
ト
ウ
ル
が
食
べ
た

食
べ
物
は
、
「卵
焼
き
」
や
「キ
ュ
ウ
リ
の
古
漬
け
」、
「パ

ン
」
と
い
つ
た
お
惣
菜
、
或
い
は
日
常
的
な
食
べ
物
で
あ

る
。
一方
で
音
楽
家
が
「あ
た
し
」
に
ご
馳
走
し
て
く
れ
た

り
、女
の
人
の
日
か
ら
出
た
食
べ
物
の
名
前
は
、
「生
牡
蠣
」

や
「マ
ロ
ン
ス
フ
レ
」、
「い
ん
げ
ん
豆
と
鹿
の
パ
テ
」
な
ど

で
あ
る
。
「ス
フ
レ
」
や
「パ
テ
」
は
フ
ラ
ン
ス
料
理
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
コ品
級
」
で
「食
文
化
」
と
称
さ
れ
た
り
す

る
。
「あ
た
し
」
と
音
楽
家
を
食
べ
物
で
表
す
と
、
お
惣
菜

と
フ
ラ
ン
ス
料
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一一人
の
「社
会
的
ポ

ジ
シ
ヨ
ン
」
を
意
味
し
て
い
る
。

５
　
隠
喩
と
し
て
の
女
と
家
と
犬

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
、
「あ
た
し
」
と
音
楽
家
の
関
係
を

中
心
に
分
析
し
て
き
た
。最
後
に
、女
の
人
、音
楽
家
の
家
、

音
楽
家
の
大
の
意
味
に
つ
い
て
、
二
呂触
れ
た
い
。

教
ル・のスス
い」
日楽
家
の
家
、
音
楽
家
の
大
は
、
彼
の

「　
二
重
基
準
　
」
の
隠
喩
だ
と
推
測
出
来
る
。
音
楽
家
は

「あ
た
し
」を
、
い
つ
で
も
好
き
な
時
に
呼
び
出
し
て
い
た
。

け
れ
ど
も
「あ
た
し
」
か
ら
音
楽
家
を
求
め
の
は
、
決
し
て

許
さ
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
推
測
に
と
ど
め
、
「分
析
」
は
次
の
機
会
に
譲

り
た
い
。

お
わ
り
に

「あ
た
し
」
は
何
か
を
求
め
て
い
る
故
に
、
彿
往
し
て
い

Ｚ
つ

。「あ
た
し
」
に
と
つ
て
音
楽
家
は
、優
し
く
、豊
か
で
、夢

の
あ
る
存
在
だ
っ
た
。
「あ
た
し
」
の
現
実
生
活
が
音
楽
家

と
乖
離
‐ヽして
い
た
か
ら
こ
そ
、
「あ
た
し
」
は
翌
日楽
家
」を



求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、求
め
て
い
た
も
の
は
手

に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
「あ
た
し
」
は
、
何
か
を
求

め
続
け
る
だ
ろ
う
。
涙
が
乾
い
た
後
に
、新
た
な
彿
往
が
始

ま
る
。
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①
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②
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③
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