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ラ
ジ
オ
文
学
と
い
う
新
し
い
様
式
に
つ
い
て
、
私
は
常
に
興
味
を
も
ち
、

な
に
か
、
原
理
的
な
も
の
を
発
見
し
よ
う
と
心
掛
け
て
い
る
の
だ
が
、
放
送

局
と
の
関
係
も
、
別
に
そ
の
た
め
に
特
殊
な
便
宜
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
研
究
も
で
き
な
い
で
い
る
。

　
今
日
ま
で
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
一
種
の
形
式
も
、
自

分
だ
け
の
頭
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
空
想
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
を
実

際
に
試
み
て
み
る
機
会
さ
え
容
易
に
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ラ
ジ
オ
文
学
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ラ
ジ
オ
と
い
う
特
別
な
機
械
的
設

備
に
よ
つ
て
、
専
ら
聴
覚
に
う
つ
た
え
る
文
学
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

小
説
、
劇
、
詩
、
雄
弁
と
い
う
よ
う
な
文
学
の
す
べ
て
の
種
目
が
ラ
ジ
オ
的
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に
表
現
さ
れ
、
ラ
ジ
オ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い

れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ

の
「
聴
覚
」
が
ど
こ
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
受
け
い
れ
る
力
が
あ
り
、

そ
れ
が
ま
た
、
ど
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
と
精
神
と
を
動
か
す
源
泉
、
契

機
と
な
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
耳
で
聴
く
芝
居
」
と
い
う

制
限
が
そ
の
ま
ゝ
、
特
色
と
な
り
、
強
味
と
な
る
よ
う
な
、
一
種
の
劇
文
学

を
ま
ず
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
い
う
意
味
は
、
「
耳
で
聴
く
」

と
い
う
観
念
が
先
に
立
つ
の
は
よ
い
が
、
そ
の
た
め
に
「
耳
を
通
し
て
他
の

あ
ら
ゆ
る
感
覚
及
び
精
神
に
愬
う
つ
たえ
る
」
と
い
う
最
も
本
質
的
な
ラ
ジ
オ
文
学

の
要
素
を
閑
却
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
対
話
に
よ
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る
描
写
を
主
と
す
る
こ
と
は
、
一
見
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
本
質
ら
し
く
考
え

ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
対
話
が
、
俳
優
の
直
接
表
情
に
よ
つ
て
生
か
さ

れ
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
は
、
真
に
ラ
ジ
オ
的
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
つ
て
、

寧
ろ
対
話
そ
の
も
の
が
、
お
の
ず
か
ら
明
確
な
表
情
を
連
想
さ
せ
、
同
時
に

人
物
及
び
生
活
の
雰
囲
気
を
髣
髴
と
浮
び
出
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
に
於
い
て
は
、
舞
台
劇
や

映
画
な
ど
と
同
様
、
「
誘
導
的
」
な
リ
ズ
ム
を
生
命
と
す
る
の
だ
か
ら
、
眼

に
見
え
な
い
た
め
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
そ
の
た
め
に
、
幻
想

を
運
ぶ
心
理
的
「
音
色
」
の
効
果
を
鈍
ら
せ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
語
調

語
勢
の
波
動
が
、
緩
急
抑
揚
の
技
術
を
滞
り
な
く
生
か
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
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ぬ
。

　
さ
て
、
こ
う
い
う
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
特
殊
技
巧
以
外
に
、
私
は
、
内
容

的
な
精
神
美
と
作
家
的
な
「
表
現
力
」
を
要
求
す
る
。
勿
論
放
送
用
と
し
て
、

あ
く
ま
で
も
正
し
い
意
味
の
普
遍
性
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
い

つ
て
、
大
衆
向
き
を
口
実
に
す
る
卑
俗
な
趣
味
は
な
ん
と
し
て
も
排
斥
し
た

い
。
人
情
を
取
扱
う
の
は
よ
ろ
し
い
が
、
安
価
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で

は
困
る
し
、
社
会
諷
刺
結
構
で
あ
る
が
、
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
な
独
り
よ
が
り
は

禁
物
で
あ
る
。
取
材
の
範
囲
は
自
由
で
あ
る
が
、
感
覚
と
思
想
に
は
何
処
か

新
鮮
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
ほ
し
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
聴
取
者
の
大
部
を
「
退

屈
さ
せ
な
い
」
な
に
も
の
か
を
有
し
、
そ
の
上
、
彼
等
の
（
即
ち
わ
れ
わ
れ

の
）
健
康
な
魂
に
呼
び
か
け
る
若
干
の
文
化
的
意
義
を
要
求
し
た
い
。
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ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
は
あ
く
ま
で
も
「
ラ
ジ
オ
的
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

形
式
だ
け
が
い
く
ら
「
ラ
ジ
オ
的
」
で
あ
つ
て
も
、
内
容
が
つ
ま
ら
な
く
て

は
、
す
ぐ
れ
た
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
と
は
い
え
な
い
。
当
り
前
の
話
だ
が
、
ラ

ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
場
合
に
は
、
往
々
、
技
巧
を
弄
ぶ
傾
向
が
強
く
、
文
学
と

し
て
の
肝
腎
な
「
物
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
」
が
お
粗
末
に
な
り
易
い
。

　
技
術
的
な
工
夫
や
思
い
つ
き
も
よ
い
が
、
そ
れ
に
あ
ま
り
囚
わ
れ
す
ぎ
て

は
、
却
つ
て
、
聴
い
て
い
る
者
の
胸
に
ひ
び
く
真
実
の
声
が
薄
れ
て
し
ま
う
。

　
舞
台
脚
本
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
作
者
が
あ
ま
り
演
出
家
の
領
域
に

ま
で
足
を
踏
み
込
み
、
時
と
す
る
と
、
俳
優
の
頭
や
神
経
ま
で
使
つ
て
書
い

た
も
の
は
、
脚
本
と
し
て
な
か
な
か
特
色
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
、
し
ば

し
ば
、
大
切
な
作
品
の
生
命
が
稀
薄
に
な
り
、
底
か
ら
に
じ
み
出
る
よ
う
な
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美
し
さ
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
る
。

　
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
も
、
そ
れ
と
ほ
ゞ
同
じ
こ
と
が
言
え
そ
う
に
思
う
。
作

者
は
常
に
演
出
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
演
出
は
演
出
家
に
ま
か
せ
て
、

充
分
に
ド
ラ
マ
の
本
質
に
徹
し
た
、
文
学
的
な
創
造
を
目
的
と
し
た
作
品
を

提
供
す
る
よ
う
に
心
掛
く
べ
き
で
あ
る
。

　
作
家
と
し
て
は
、
先
ず
第
一
に
、
主
題
の
選
択
、
第
二
に
、
構
成
の
工
夫
、

第
三
に
、
文
体
の
洗
錬
、
こ
れ
だ
け
に
全
力
を
注
げ
ば
よ
い
。

　
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
主
題
は
、
特
別
に
「
ラ
ジ
オ
」
に
適
し
た
主
題
と
、

一
般
的
な
ド
ラ
マ
の
主
題
と
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
ド
ラ
マ
の
主

題
を
「
ラ
ジ
オ
的
」
に
処
理
す
る
こ
と
は
、
構
成
の
し
か
た
で
例
外
な
く
で

き
る
と
、
私
は
思
う
。
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そ
こ
で
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
別
に
窮
屈
な

原
則
な
ど
は
あ
る
筈
が
な
く
、
「
聴
覚
を
通
し
て
」
聴
取
者
の
あ
ら
ゆ
る
想

像
力
に
う
つ
た
え
得
る
場
面
の
設
定
、
場
面
場
面
の
自
然
な
つ
な
が
り
を
作

つ
て
い
け
ば
よ
い
。
時
間
と
空
間
の
制
限
を
あ
る
程
度
超
え
る
こ
と
の
で
き

る
「
ラ
ジ
オ
」
の
特
性
を
活
か
し
つ
ゝ
、
全
体
の
流
動
感
を
快
い
リ
ズ
ム
に

乗
せ
て
物
語
を
運
ぶ
よ
う
に
、
発
端
か
ら
結
末
ま
で
を
、
変
化
の
あ
る
情
景

の
線
で
結
ぶ
。

　
さ
て
、
最
後
に
、
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
十
分
に
活
か
す
よ
う

な
対
話
と
、
各
人
物
の
生
活
や
心
理
や
境
遇
を
暗
示
す
る
補
助
的
な
説
明
が

必
要
と
な
る
。

　
対
話
以
外
に
そ
う
い
う
説
明
が
い
る
と
き
は
、
解
説
者
を
使
う
こ
と
も
あ
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る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
響
効
果
、
音
楽
、
ま
た
は
、
ギ
リ
シ
ヤ
劇
風
の
合
唱

団
を
使
つ
て
も
よ
い
。
独
白
と
い
う
形
式
も
時
に
は
面
白
か
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
そ
う
い
う
補
助
的
な
説
明
を
含
め
て
、
人
物
の
対
話
は
、
一

般
の
ド
ラ
マ
と
同
じ
く
ら
い
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
に
於
い
て
も
、
作
品
の
本

質
的
な
生
命
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
対
話
が
活
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
対
話
に
生
彩
が
な
い
と
い
う
こ

と
、
対
話
が
月
並
で
、
単
調
で
、
粗
雑
で
、
間
の
び
が
し
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
致
命
的
欠
陥
に
な
る
。

　
普
通
の
舞
台
劇
の
場
合
よ
り
も
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
場
合
は
、
い
つ
そ

う
俳
優
の
声
の
質
が
ド
ラ
マ
の
魅
力
を
支
配
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
ラ
マ
の

作
者
の
与
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
が
最
近
痛
切
に
感
じ
た
点
で
、
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こ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
、
せ
つ
か
く
の
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
発
達
が

あ
る
と
こ
ろ
で
行
き
づ
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
声
の
質
が
ラ
ジ
オ
に
適
し
て
い
る
か
、
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
、
な
に
よ
り
も
、
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、
声
に
よ
つ

て
、
そ
の
人
物
を
想
像
す
る
時
、
な
ん
と
な
く
そ
の
人
物
に
必
要
な
「
厚
み
」

が
足
り
な
い
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
声
量
が
足
り
な
い
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
声
に
「
生
活
」
が
な
い
と
い
う
感
じ
な
の
で
あ
る
。
「
生

活
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
「
精
神
」
の
は
た
ら
き
が
鈍
く
、

幼
稚
で
、
型
に
は
ま
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ド
ラ
マ
の
人
物
が
ど
ん
な
愚
劣
な
人
物
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
セ
リ
フ
に
は
、

作
者
の
批
判
と
鋭
い
選
択
が
加
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
そ
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の
セ
リ
フ
を
言
う
俳
優
も
、
そ
の
人
物
に
な
り
き
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
の

セ
リ
フ
の
言
い
方
に
、
ち
や
ん
と
し
た
批
判
と
、
鋭
い
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
捉
え

方
が
伴
つ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
と
も
な
セ
リ
フ
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
。
俳
優
の
声
は
、
音
楽
的
な
美
声
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
し
か

し
、
俳
優
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
性
格
を
表
現
す
る
声
の
幅
を
自
然

に
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
俳
優
の
声
の
質
を
豊
か
な
も
の
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
無
表
情
な
声
と
は
、
怠
惰
な
精
神
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
の
こ
と
で
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
な
心
理
を
反
映
し
て
い
る
筈
の
声
が
、
い
つ
も
、
き
ま
つ
た
音

色
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ラ
ジ
オ
の
場
合
に
は
、
特
に
、
甚
だ
困
る
の
で
、

そ
う
い
う
声
は
、
た
ゞ
高
低
強
弱
の
調
子
を
つ
け
た
り
、
ど
ん
な
に
顔
の
表
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情
を
変
え
た
り
し
て
も
、
そ
れ
は
、
無
表
情
な
声
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
最
後
に
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
は
、
微
妙
な
一
点
で
、
ド
ラ
マ
と
し
て
聴
く

に
堪
え
な
い
も
の
と
な
る
。

　
そ
れ
は
、
稽
古
不
足
で
あ
る
。

　
稽
古
不
足
ほ
ど
「
間ま
」
の
感
覚
の
失
わ
れ
易
い
も
の
は
な
い
。
「
間
」
の

感
覚
は
、
時
間
芸
術
の
生
命
の
鍵
で
あ
る
。

　
出
演
者
が
公
衆
の
眼
に
見
え
な
い
と
い
う
油
断
か
ら
生
じ
る
安
易
な
態
度

は
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
作
者
、
俳
優
、
演
出
家
、
い
ず
れ
も
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
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