
村
上
春
樹. 
そ
の
方
法
と
位
置

ー
ー
ー
失
わ
れ
た
も
の
を
発
掘
し
、
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
味
作
用
の
剰
余
|
|
'

遠

藤

申I伺1

治

一
、
記
憶
の
掘
り
起
こ
し
・
整
理
・
分
析

胸
は
震
え
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
知
る
。

彼
女
は
僕
に
と
っ
て
の
1
0
0
%
の
女
の
子
な
ん
だ
。

ま
ず
、
単
純
に
、
村
上
春
樹
の
作
品
の
多
く
が
記
憶
の
掘
り
起
こ
し
に
見
え
る
、

(
「
4
月
の
あ
る
晴
れ
た
朝
に
1
0
0
%
の
女
の
子
と
出
会
う
乙
と
に
つ
い

と
い
う
と
乙
ろ
か
ら
話
を
始
め
た
い
。

て
」
)

「
記
憶
と
い
う
の
は
小

1
9
6
3
年
、
イ
パ
ネ
マ
の
娘
は
乙
ん
な
具
合
に
海
を
見
つ
め
て
い
た
。

そ
し
て
い
ま
、

1
9
8
2
年
の
イ
パ
ネ
マ
娘
も
や
は
り
同
じ
よ
う
に
海
を
見
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「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
と
い
う
短
編
小
説
の
中
で
、
小
説
家
で
あ

る
「
僕
」
が
記
憶
と
小
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
書
い
た
、

例
え
ば
、

説
に
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
小
説
と
い
う
の
は
記
憶
に
似
て
い
る
。
僕
は
小
説
を

書
き
は
じ
め
て
か
ら
そ
れ
を
切
実
に
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
記
憶
と
い
う
の

つ
め
て
い
る
。

は
小
説
に
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
云
々
」
の
よ
う
な
文
章
を
見
出
す
乙
と
が
で
き

(「
1
9
6
3
/
1
9
8
2
年
の
イ
パ
ネ
マ
娘
」
)

る
し
、
さ
ら
に
、
短
編
小
説
や
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
中
か
ら
、

最
初
の
中
国
人
に
出
会
っ
た
の
は
い
つ
の
乙
と
だ
っ
た
ろ
う
?

昔
の
友
人
か
ら
の
一
通
の
手
紙
、
結
婚
式
へ
の
招
待
状
が
僕
を
古
い
街
へ

乙
の
文
章
は
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
考
古
学
的
疑
問
か
ら
出
発
す
る
。

と
引
き
戻
す
乙
と
に
な
る
。

様
々
な
出
土
品
に
ラ
ベ
ル
が
貼
り
つ
け
ら
れ
、
種
類
別
に
区
分
さ
れ
、
分
析

(
「
五
月
の
海
岸
線
」
)

が
行
わ
れ
る
。

(
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
卜
」
)

一
九
七
一
年
、
そ
れ
は
ス
パ
ゲ
テ
ィ
!
の
年
で
あ
っ
た
。

(
「
ス
パ
ゲ
テ
ィ

l
の
年
に
」
)

失
わ
れ
た
記
憶
の
微
か
な
光
が
ニ
人
の
心
を
一
瞬
照
ら
し
出
す
。
彼
ら
の



そ
の
よ
う
に
し
て
パ
ン
屋
襲
撃
の
団
組
が
始
ま
っ
た
の
だ
。

(
「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」
)

と
い
う
よ
う
な
語
り
を
次
々
と
例
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
最
初
に

引
用
し
た
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
に
お
け
る
記
憶
の
掘
り
起
こ
し
を

考
古
学
に
た
と
え
た
部
分
は
、
こ
れ
が
、
懐
古
癖
や
感
傷
癖
と
い
っ
た
よ
う
な
単

な
る
作
者
の
性
状
の
自
然
な
表
れ
で
は
な
く
、
記
憶
の
整
理
・
分
析
と
い
う
、
よ

り
正
確
な
認
識
を
目
標
と
す
る
緊
張
感
を
と
も
な
っ
た
方
法
で
あ
る
乙
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

「
羊
を

め
ぐ
る
冒
険
」
の
「
北
海
道
緬
羊
会
館
」
や
、

「
三
つ
の
ド
イ
ツ
幻
想
」
の
「
博

物
館
」
、

「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
や
「
図
書

館
奇
需
」
の
「
図
書
館
」
な
ど
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
数
多
く
登
場
す
る
「
博
物

館
」
や
「
図
書
館
」
を
、
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
整
理
・
分
析
と
い
う
方
法
そ
の
も

の
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
、
長
編
小
説
に
目
を
移
せ
ば
、
「
風
の
歌
を
聴
け
」
は
、
「
僕
」
が

「
鼠
」
や
「
彼
女
」
と
過
ご
し
た
1
9
7
0
年
の
夏
を
回
想
す
る
小
説
で
あ
り
、

「
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ
l
ル
」
は
、

1
9
6
9
年
に
「
直
子
」
が
話
し
て
く
れ

た
街
を
「
僕
」
が
訪
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

「
ピ
ン
ボ
l
ル
」
の
探
索
を
通

じ
て
、
そ
れ
に
の
め
り
込
ん
だ
1
9
7
0
年
の
記
憶
を
取
り
戻
す
話
で
あ
る
。
ま

た、

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
は
、

1
9
6
9
年
に
出
会
っ
て
1
9
7
0
年
に
寝
た

女
の
子
の
葬
式
に
「
僕
」
が
行
く
と
乙
ろ
か
ら
始
ま
り
、

1
9
7
0
年
に
親
友
だ
っ

た
「
鼠
」
を
探
す
物
語
で
あ
る
。

「
世
界
の
終
り
と
ハ

l
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー

り
戻
し
、

「
意
識
の
核
」
を
凍
結
さ
れ
た
「
私
」
が
失
わ
れ
た
記
憶
を
取

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
で
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
空
港
に
着
い
た
「
僕
」
が

ラ
ン
ド
」
で
は
、

1
9
6
9
年
の
記
憶
を
語
り
始
め
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
れ
ば
、

村
上
春
樹
の
長
編
小
説
に
お
け
る
(
短
編
小
説
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
)
1
9
6

9
年
か
ら
1
9
7
0
年
に
か
け
て
の
記
憶
の
繰
り
返
し
に
誰
で
も
気
付
く
だ
ろ
う
。

乙
乙
で
、
村
上
春
樹
に
お
け
る
短
編
小
説
と
長
編
小
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
に
、
例
え
ば
『
村
上
春
樹
全
作
品
』
の
「
自
作
を
語
る
」
を
見
る
な
ら

ば

「
僕
の
短
編
に
は
前
に
書
い
た
長
編
の
後
産
的
な
要
素
と
、
次
の
長
編
の
胎

動
的
な
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
(
略
)

僕
が
後
産
的
と
い
う
の
は
、
長

編
を
書
い
て
い
る
時
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
短
編
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
胎
動
的
と
い
う
の
は
、
次
の
長
編
に
繋
が
る
素
材
や
手
法
を
ち
ょ
っ

と
ず
っ
試
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
あ
る
い
は
、

転
木
馬
の
デ
ッ
ド
ヒ
ー
ト
』
と
い
う
疑
似
リ
ア
リ
ズ
ム
を
様
々
な
角
度
か
ら
反
復

「
『
回

し
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
下
書
き
を
し
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
も
あ
る
。
そ
し
て
、
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ぐ
る
冒
険
」
の
中
に
吸
収
さ
れ
、

「
五
月
の
海
岸
線
」
が
「
羊
を
め

「
彼
女
の
町
と
、
彼
女
の
緬
羊
」
が
や
は
り

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
の
原
型
と
な
り
、

「
街
と
そ
の
不
確
か
な
壁
」
が
リ
ラ
イ

卜
さ
れ
て
「
世
界
の
終
り
と
ハ

l
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
な
り
、

「
蛍
」
が
引
き
延
ば
さ
れ
て
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
な
り
、

「

1
9
7
3
年
の

ピ
ン
ボ
l
ル
」
の
続
編
と
し
て
「
双
子
と
沈
ん
だ
大
陸
」
が
書
か
れ
、
と
い
う
よ

う
な
例
も
多
い
。
す
な
わ
ち
、
村
上
春
樹
の
執
筆
の
サ
イ
ク
ル
は
長
編
を
中
心
に

回
っ
て
お
り
、
短
編
小
説
は
、
長
編
小
説
の
た
め
に
新
し
い
表
現
を
試
み
る
習
作

的
な
も
の
、
そ
し
て
、
長
編
小
説
を
補
足
す
る
と
い
う
意
識
で
書
か
れ
た
も
の
が

多
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
村
上
春
樹
は
、
主
に
長
編
小
説
に
よ
っ
て
1
9
6
9
年
か
ら
1
9
7

0
年
を
中
心
に
記
憶
を
掘
り
起
乙
し
、
短
編
小
説
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
補
足
し
、

次
の
長
編
の
た
め
に
新
し
い
表
現
を
試
す
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
き
た
、
ま
ず
は
、



こ
う
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
日
常
生
活
の
無
意
識
を
捉
え
る
、
痕
跡
と
し
て
の
記
号

村
上
春
樹
の
作
品
に
お
い
て
は
、
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

手
が
か
り
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
使
わ
れ
る
。

例
え
ば
、

「
イ
パ
、
ネ
マ

「
1
9
6
3
/
1
9
8
2
年
の
イ
パ
ネ
マ
娘
」
で
は
、

の
娘
」
の
曲
が
「
僕
」
に
「
高
校
の
廊
下
」
を
思
い
出
さ
せ
、
そ
し
て
、

「
高
校

の
廊
下
」
は
「
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ラ
ダ
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
、

「
コ
ン
ビ

ネ
i
シ
ヨ
ン
・
サ
ラ
ダ
」
は
「
昔
ち
ょ
っ
と
知
っ
て
い
た
女
の
子
」
を
思
い
出
さ

せ
る
。

「
風
の
歌
を
聴
け
」
で
は
、
ピ
ー
チ
・
ボ
i
イ
ズ
の
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・

ガ
ー
ル
ズ
」
等
、
多
く
の
ポ
ッ
プ
ス
や
、
ジ
ョ
ン

-
F
・
ケ
ネ
デ
ィ
、
デ
モ
や
ス

ト
ラ
イ
キ
や
機
動
隊
の
話
、
サ
ム
・
ペ
キ
ン
パ

l
や
ア
ン
ジ
エ
イ
・
ワ
イ
ダ
の
映

画
な
ど
が
記
憶
の
指
標
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

島
由
紀
夫
の
自
決
が
、

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
で
は
三

「
世
界
の
終
り
と
ハ
!
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

で
は
「
ダ
ニ

l
・
ボ
l
イ
」
が
、

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
で
は
も
ち
ろ
ん
ピ
l
ト

ル
ズ
の
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
が
、

「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
に
お
い
て

も
実
に
た
く
さ
ん
の
曲
が
記
憶
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、

学
園
紛
争
の
時
期
に
、
大
学
で
演
劇
を
専
攻
し
、
そ
の
後
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
経
営
し

て
い
た
と
い
う
村
上
春
樹
の
個
人
的
事
情
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

誰
し
も
、
強
く
意
識
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
光
景
を
見
た
り
、
懐
か
し
い
歌
を
聴

い
た
り
し
た
時
に
昔
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
は
、
読
者
に
直
接
的
な
共
感
や
現
実
的
な
同
時
代
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か

し
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
具
象
的
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ば
か

一
見
奇
妙
に
見
え
る
言
葉
が
、
記
憶
の
(
作

り
で
は
な
く
、
具
象
性
を
欠
い
た
、

品
の
)
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
使
わ
れ
る
乙
と
も
多
い
。

乙
乙
で
再
び
『
村
上
春
樹
全
作
品
』
の
「
自
作
を
語
る
」
を
見
る
と
、

「
こ
の

作
品
は
ま
ず
題
か
ら
始
ま
っ
た
。
僕
の
短
編
小
説
の
多
く
の
も
の
は
題
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
」
(
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ

1
ト
」
)
、

「
こ
れ
も
タ
イ
ト
ル
か
ら
始

「
こ
れ
も
題
名
か
ら
始
ま
っ
た
話
」

ま
っ
た
話
」
(
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
」
)
、

(
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
坑
の
悲
劇
」
)
、
「
乙
れ
は
『
納
屋
を
焼
く
』
と
い
う
こ
と

ば
か
ら
思
い
つ
い
た
小
説
で
あ
る
」
(
「
納
屋
を
焼
く
」
)
、
「
『
め
く
ら
ゃ
な
ぎ
』

と
い
う
言
葉
の
感
触
が
ず
っ
と
頭
に
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
作

品
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
」
(
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
)
、

「
僕
は
ど
う
し

て
も
ト
ニ

l
滝
谷
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
説
を
書
い
て
み
た
か
っ
た
の
だ
」
(

「
ト
ニ

l
滝
谷
」
)
と
い
っ
た
説
明
は
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。「

七
月
の
あ
る
晴
れ
た
午
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「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
」
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、

後
」
、
何
故
だ
か
分
か
ら
な
い
が
、
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
な
ど
親
戚
に
い
な
い
「
僕
」

に
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
と
り
つ
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
概
念

的
な
記
号
」
と
し
て
、

「
僕
」
の
周
囲
の
人
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
記
憶
を
掘

り
起
こ
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

「
ね
え
」
と
僕
は
質
問
し
た
。

「
い
っ
た
い
ど
こ
が
そ
ん
な
に
辛
気
臭
い
ん

だ
ろ
う
?
」

「
つ
ま
り
さ
、
ど
う
も
お
袋
に
の
ぞ
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
」

「
そ
れ
は
ど
う
し
て
、
だ
ろ
う
?
」

「
ど
う
し
て
っ
て
:
:
:
」
と
彼
は
困
っ
た
よ
う
に
言
っ
た
。

「
君
の
背
中
に

貼
り
つ
い
て
い
る
の
が
た
ぶ
ん
う
ち
の
母
親
だ
か
ら
さ
」

何
人
か
の
そ
う
い
っ
た
印
象
を
総
合
し
て
み
る
と
(
僕
自
身
に
は
彼
女
の



姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
)
、
僕
の
背
中
に
貼
り
つ
い
て
い
る

の
は
ひ
と
つ
の
形
に
固
定
さ
れ
た
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
で
は
な
く
、
見
る
人
の

そ
れ
ぞ
れ
の
心
象
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
形
作
ら
れ
る
一
種
の
エ
ー
テ
ル
の

知
き
も
の
で
あ
る
ら
し
か
っ
た
。

あ
る
友
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
昨
年
の
秋
に
食
道
ガ
ン
で
死
ん
だ
秋
田

犬
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、

「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
彼
」
に
と
っ
て
は

「
う
ち
の
母
親
」
を
意
味
し
、

「
あ
る
友
人
」
に
と
っ
て
は
「
昨
年
の
秋
に
食
道

ガ
ン
で
死
ん
だ
秋
田
犬
」
の
記
憶
を
掘
り
起
乙
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
既
存
の
意
味

内
容
(
現
実
に
存
在
す
る
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
)
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
忘
れ
て
い
る

方
が
現
実
を
気
楽
に
生
き
や
す
い
と
い
う
理
由
で
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
と
い
う

ち、「
概
念
的
な
記
号
」
、
意
味
作
用
そ
の
も
の
に
さ
れ
、
そ
し
て
、

「
う
ち
の
母
親
」

や
「
昨
年
の
秋
に
食
道
ガ
ン
で
死
ん
だ
秋
田
犬
」
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
意

味
内
容
、
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
、
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は

「
理
由
も
原
因
も
、
そ
ん
な
も
の
は
ど
う
で
も
い
い

乙
と
な
の
よ
。
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
は
た
だ
そ
乙
に
存
在
す
る
の
よ
」
と
い
う
以
上

つ
ま
り
、
現
実
的
存
在
か
ら
自
律
し
た
「
重
之
な
叔
母
さ
ん
」

に
は
説
明
さ
れ
ず
、

と
い
う
概
念
的
記
号
は
、
言
わ
ば
そ
れ
自
体
を
ル
1
ル
と
し
て
、
自
動
的
に
失
わ

れ
て
い
た
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
、
作
品
を
形
づ
く
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
を
例
に
と
る
と
、
乙
の
作
品

に
も
、
現
実
的
存
在
と
し
て
の
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
は
登
場
せ
ず
、

あ
る
い
は
、

ソ
ニ

l
・
ロ
リ
ン
ズ
の
「
オ
ン
・
ナ
・
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
・
ト
ゥ
・
チ
ャ
イ
ナ
」

の
曲
が
登
場
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
小
学
生
の
時
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ゴ
!
ル

ポ
ス
ト
に
激
突
し
て
気
を
失
い
、
無
意
識
の
う
ち
に
出
た
「
大
丈
夫
、
挨
さ
え
払

え
ば
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
」
と
い
う
「
そ
の
言
葉
を
頭
に
と
ど
め
な
が
ら
、
僕
と
い

う
一
人
の
人
間
の
存
在
と
、
僕
と
い
う
一
人
の
人
聞
が
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
道
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
」
と
「
死
」
に
到
達
し
、
そ
し
て
、

「
死
は
な
ぜ
か
し
ら
僕
に
、

中
国
人
の
乙
と
を
思
い
出
さ
せ
る
」
と
あ
る
だ
け
の
、
す
な
わ
ち
、

「
僕
」
と
い

う
人
間
存
在
に
深
く
か
か
わ
っ
た
無
意
識
的
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
は
説

明
さ
れ
な
い
「
中
国
人
」
と
い
う
言
葉
が
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
キ
l
・
ワ
l
ド
と

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
そ
も
そ
も
乙
こ
は
私
の
居
る
べ
き
場
所
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
い
う
、
現
実
と
自

己
と
の
聞
の
違
和
感
が
癒
さ
れ
る
場
所
を
め
ざ
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
を
意
味
す

し
て
使
わ
れ
、
そ
し
て
、

る
概
念
的
な
記
号
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
つ
の
無
意
識
的
な
言

葉
が
、
そ
の
既
存
の
意
味
内
容
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
概
念
的
記
号
と
化
し
、
失
わ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
記
憶
・
物
語
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
機
能
し
て
行
く
乙
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と
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、
長
編
小
説
の
場
合
は
、
短
編
小
説
の
場
合
の
よ
う
に
、

意
識
的
な
概
念
的
記
号
に
よ
っ
て
記
憶
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
が
作
品
全
体
を

形
づ
く
っ
て
行
く
と
い
う
よ
う
に
直
線
的
に
は
展
開
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形

一
つ
の
担
…

づ
く
ら
れ
た
断
片
が
他
の
断
片
と
効
果
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
よ
り
大
き
な
物

語
を
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

「
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ

l
ル」

の
「
ピ
ン
ボ
l
ル
」
、

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
の
「
羊
」
、

「
世
界
の
終
り
と
ハ

l

ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
の
「
世
界
の
終
り
」
と
い
っ
た
、
概
念
的
な

記
号
と
化
し
た
キ
l
・
ワ
!
ド
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
記
憶
が
掘
り
起
乙
さ
れ
、



物
語
が
展
開
し
て
行
く
と
い
う
基
本
的
方
法
は
同
じ
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、
長

編
小
説
の
方
が
、
大
き
な
物
語
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
無
意
識
的
な
も
の
を
掘
り

下
げ
、
そ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
行
乙
う
と
す
る
意
志
性
が
強
い
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
お
い
て
は
、
現
実
的
意
味
内
容
か
ら
離
れ
た
概

念
的
記
号
に
よ
っ
て
、
無
意
識
の
中
に
失
わ
れ
て
い
た
も
の
が
記
憶
と
し
て
そ
の

形
を
表
し
、
作
品
全
体
を
形
づ
く
っ
て
行
く
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
作
品
は
、

既
成
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
は
な
く
、
現
実
か
ら
離
れ
た
、
幻
想
、

S
F
、
ホ
ラ
l
、

ミ
ス
テ
リ
ー
、
疑
似
リ
ア
リ
ズ
ム
等
に
近
づ
く
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
ρ

村
上
春
樹
の
作
品
の
読
者
に
と
っ
て
は
あ
る
い
は
あ
た
り
ま
え
の
乙
と
か
も
し

れ
な
い
が
、
作
者
が
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
言
葉
を
使
い
、
そ
し
て
、
読
者
が
こ

う
し
た
言
葉
の
使
い
方
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
言
葉
の
多
義

性
や
、
言
葉
と
そ
の
意
味
内
容
と
の
結
び
付
き
の
窓
意
性
を
認
め
、
受
け
容
れ
る

時
代
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
一
言

葉
に
固
有
の
意
味
・
現
実
が
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
葉
は
、
そ
れ
が

発
せ
ら
れ
た
時
か
ら
、
発
信
者
に
と
っ
て
の
個
別
的
な
意
味
と
は
別
の
、
一
般
的

な
言
葉
・
意
味
作
用
と
し
て
存
在
し
、
そ
し
て
、
受
信
者
に
よ
っ
て
再
び
個
別
化

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
正
し
い
よ
う
に
見
え
、
共
通
の
現
実

認
識
や
世
界
観
を
表
す
も
の
と
し
て
流
通
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
い
た
言
葉
も
、

結
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
聞
が
ば
ら
ば
ら
に
思
い
描
く
孤
独
な
幻
想
を
意
味
し
て

い
た
概
念
記
号
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
現
実
が
流
動
し
て

行
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
、
別
の
記
号
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
し
て
、
そ
の
概
念
自
体
も
変
わ
っ
て
行
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
、

は
っ
き
り
と
そ
う
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
や
「
中
国
行

「
ピ
ン
ボ
l
ル
」
や
「
羊
」
の
よ
う
な
記
号
表
現
・

意
味
作
用
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
具
象
的
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て

と
り
あ
げ
た
、

き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
、

「
イ
パ
ネ
マ
の
娘
」
や
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ガ
l
ル
ズ
」
、
学

園
紛
争
や
三
島
由
紀
夫
の
自
決
や
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
っ
た
も
の
も
、
そ

の
現
実
的
な
指
示
作
用
(
デ
ノ
テ
!
シ
ヨ
ン
)
と
は
別
の
意
味
作
用
(
コ
ノ
テ
l
シ
ヨ

ン
)
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

村
上
春
樹
は
『
文
学
界
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
物
語
の
た
め
の
冒
険
」
(
間
的
・

8
)
の
中
で
「
た
と
え
ば
政
治
的
挫
折
と
か
、
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
青
春
と
か
、
暴

力
と
か
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
小
説
を
否
定
す
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
も
優
れ
た
も
の
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
で
も

僕
は
や
り
た
く
な
い
」
と
、
そ
し
て
、

「
た
し
か
に
僕
は
日
常
生
活
に
お
け
る
伺

で
も
な
い
細
部
の
風
景
と
い
う
の
が
と
て
も
好
き
で
す
ね
。
そ
う
い
う
細
か
い
部

分
で
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が
ど
の
よ
う
に
世
界
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
と
か
、
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ほ
ん
の
さ
さ
や
か
な
物
事
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ

と
を
眺
め
て
い
る
の
が
好
き
だ
し
、
す
ご
く
興
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
さ
つ

き
の
言
葉
の
問
題
と
同
じ
で
、
細
か
い
レ
ベ
ル
の
生
活
に
そ
の
人
の
持
つ
状
況
が

必
ず
自
然
な
形
で
表
出
し
て
く
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト

な
言
葉
と
い
う
の
は
信
じ
ら
れ
な
く
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
言
葉
を
持
た
な
い

も
の
の
方
に
好
感
や
信
頼
感
を
持
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
」
と
述
べ
、
あ
る
い
は
、

『
ユ
リ
イ
カ
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
山
羊
さ
ん
郵
便
み
た
い
に
迷
路
化
し
た
世
界

の
中
で
」
(
平
1
・
6
)
に
お
い
て
「
で
も
僕
が
や
り
た
い
の
は
そ
う
い
う
ど
ろ
っ

と
し
た
情
念
を
取
り
去
っ
た
あ
と
に
な
お
も
残
る
根
源
的
な
魂
の
闇
み
た
い
な
も

の
を
描
く
乙
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
け
ど
」
と
語
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
で
「
僕
」
の
語
る
「
日
常
生
活
と
い
う
レ



ベ
ル
か
ら
見
れ
ば
右
翼
だ
ろ
う
が
左
翼
だ
ろ
う
が
、
偽
善
だ
ろ
う
が
、
偽
悪
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
ほ
ど
だ
い
し
た
違
い
は
な
い
」
と
い
う
の
が
村
上
春
樹
自
身
の
視
点

「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
の
よ
う
な
既
成
の
概
念
記
号
か
ら
遠
く
離
れ

で
も
あ
り
、

た
言
葉
が
概
念
的
記
号
と
し
て
使
わ
れ
る
背
景
に
は
、
左
翼
や
右
翼
と
い
っ
た
よ

う
な
既
成
概
念
に
基
づ
い
て
「
政
治
的
挫
折
と
か
、
ド
ロ
ド
ロ
し
た
青
春
と
か
、

暴
力
と
か
い
っ
た
も
の
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
書
い
た
小
説
が
、
も
は
や
流
動
す
る

現
在
の
「
世
界
」
と
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
既
成
の
思
想
的
・

社
会
的
概
念
記
号
応
対
す
る
不
信
感
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
か
つ
て
は
表
出
で
き
た
、
資
本
主
義
社
会
へ
の

違
和
感
や
疎
外
感
と
い
っ
た
も
の
が
、
現
在
の
高
度
資
本
主
義
社
会
の
中
で
は
、

も
は
や
、
既
成
の
思
想
的
・
社
会
的
概
念
記
号
に
よ
っ
て
は
表
出
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
が
村
上
春
樹
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
既
成
の
思
想
的
・

「
世
界
」
と
の
か
か
わ
り
あ

社
会
的
概
念
記
号
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
も
、

い
か
ら
生
じ
る
違
和
感
や
孤
独
感
や
疎
外
感
の
よ
う
な
感
情
は
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
例
え
ば
、

「
ま
わ
り
に
は
鼠
の
大
声
を
気
に
す
る
も
の
な
ど
誰
ひ
と
り
い
な

か
っ
た
」

「
「
金
持
ち
な
ん
て
・
み
ん
な
・
糞
く
ら
え
さ
』
」
と
い
う
「
鼠
」
の

叫
び
ゃ
、

「
う
ま
く
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
」
と
訴
え
る
「
直
子
」
の
想

ぃ
、
そ
う
し
た
出
口
を
失
っ
た
も
の
が
、

う
な
記
号
に
よ
っ
て
、

「
羊
」
や
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
よ

「
日
常
生
活
に
お
け
る
何
で
も
な
い
細
部
の
風
景
」
の
中

か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
、
形
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
編
小
説
の
中
の

1
9
6
9
年
か
ら
1
9
7
0
年
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
思
想
的
・
社
会

的
概
念
記
号
の
転
換
点
と
し
て
繰
り
返
し
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
人
間
の
行
為
か
ら
、
例
え
ば
思
想
の
た
め
と
か
社
会
の
た
め
に
伺
を

し
た
の
か
、
と
い
っ
た
見
方
が
一
目
一
外
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
人
生
は
、
映
像
、
昔
、

感
触
、
匂
い
な
ど
と
い
っ
た
も
の
か
ら
な
る
日
常
生
活
の
細
部
の
断
片
と
な
り
、

小
説
は
、
例
え
ば
、
カ
ン
ガ
ル
ー
を
見
る
た
め
の
一
日
に
つ
い
て
書
い
た
「
カ
ン

ガ
ル
!
日
和
」
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
カ
ン
ガ
ル
ー
日
和
」
の
中
で
、

「僕」

は
「
乙
の
一
カ
月
の
あ
い
だ
い
っ
た
い
何
ゆ
守
し
て
い
た
の
か
、
僕
に
は
ま
る
で
思

い
出
せ
な
い
。
い
ろ
ん
な
乙
と
を
や
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
伺
も
し
な
か
っ

た
よ
う
な
気
も
す
る
。
月
末
に
な
っ
て
新
聞
の
集
金
人
が
や
っ
て
く
る
ま
で
、

カ
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
乙
と
に
さ
え
僕
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
、
そ
れ
が

人
生
な
の
だ
」
と
語
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
と
ら
え
ど
乙
ろ
の
な
い
日
常
生
活

の
中
で
の
ポ
イ
ン
ト
、
指
標
と
な
る
「
カ
ン
ガ
ル
ー
」
を
見
る
一
日
に
つ
い
て
、

「
僕
は
キ
リ
ン
の
お
産
だ
っ
て
見
た
乙
と
が
な
い
し
、
鯨
が
泳
い
で
い
る
と
こ
ろ

だ
っ
て
見
た
乙
と
が
な
い
。
な
ぜ
そ
れ
な
の
に
カ
ン
ガ
ル
ー
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
け
が

い
ま
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
問
い
か
け
て
も
、
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「
そ
ん
な
こ
と
き
か
な
い
で
。

そ
れ
は
カ
ン
ガ
ル
ー
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
よ
。
そ
れ
以
上
の
何
物
で
も
な
い
の
よ
」

と
い
う
答
え
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
僕
」
に
と
っ
て
、
そ
の
一
日

は
、
ま
さ
に
「
カ
ン
ガ
ル
ー
日
和
」
の
一
日
と
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、

「
カ
ン
ガ

ル
l
」
を
キ
l
・
ワ

l
ド
と
す
る
一
日
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
思
想
の
た
め
と
か
社
会
の
た
め
に
何
を
し
た
か
と
い
っ
た
よ
う
な
既

成
概
念
で
人
生
を
ま
と
め
あ
げ
て
行
く
際
に
、
欠
落
し
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
行
為

の
意
味
、
人
生
の
選
択
の
意
味
(
あ
る
い
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
別
の
人
生
の
持

つ
意
味
)
は
、
日
常
生
活
の
中
で
の
無
意
識
の
対
応
、
十
分
に
意
味
の
認
識
で
き

な
い
判
断
や
選
択
の
断
片
と
い
う
形
で
微
か
に
そ
の
存
在
を
残
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
無
意
識
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
l
ト
」
に
登
場
す
る
「
僕
」
の
高
校
時
代
の
知
合

い
は
、
「
い
っ
た
い
ど
う
い
う
経
緯
で
中
国
人
相
手
に
百
科
事
典
を
売
り
歩
く
よ



う
な
羽
田
に
な
っ
た
の
か
、
自
分
で
も
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
だ
」
、
「
も
ち

ろ
ん
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
細
か
い
事
情
は
思
い
出
せ
る
ん
だ
け
ど
ね
、
そ
れ
が
ひ
と

つ
に
結
び
つ
い
て
こ
う
い
う
方
向
に
流
れ
て
い
く
と
い
う
、
全
体
的
な
も
の
が
見

渡
せ
な
い
ん
だ
。

で
も
気
が
つ
く
と
、
い
つ
の
間
に
か
乙
う
な
っ
て
い
た
」
と
言

ぅ
。
ま
た
、
「
ね
じ
ま
き
鳥
と
火
曜
日
の
女
た
ち
」
で
、
ず
っ
と
勤
め
て
い
た
法

律
事
務
所
を
や
め
た
「
僕
」
は
「
い
つ
ど
こ
で
僕
の
人
生
の
指
針
が
く
る
い
は
じ

め
た
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
て
も
わ
か
ら
ず
、
そ
ん
な
「
僕
」
に
、
正
体
不
明
の

女
は
「
あ
な
た
の
頭
の
中
の
ど
こ
か
に
致
命
的
な
死
角
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
の
?
」

と
言
い
、
妻
は
「
自
分
で
は
手
を
下
さ
ず
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
殺
し
て
い
く
の
よ
」

と
言
う
。
あ
る
い
は
、

「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
の
「
五
反
田
君
」
は
、

「
な
ん
だ
か
不
思
議
だ
ね
」
と
微
笑
み
な
が
ら
「
手
に
入
れ
よ
う
と
思
え
ば
大
抵

の
も
の
は
手
に
入
る
の
に
、
本
当
に
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
村
上
春
樹
の
作
品
の
多
く
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自

由
の
な
い
よ
う
な
生
活
、
時
に
は
高
度
資
本
主
義
社
会
の
先
端
的
な
現
実
を
生
き

な
が
ら
、
自
分
が
望
ま
な
い
人
生
を
選
び
、
送
っ
て
い
る
と
感
じ
、
し
か
し
、
そ

れ
が
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
説
明
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
自
身
、
が
、
ま
た
は
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
語
り

手
の
「
僕
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
l
・ワ
l
ド
、
無
意
識
的
な
概
念
記
号
に
従
つ

て
、
自
分
は
伺
者
で
あ
り
、

「
ど
の
よ
う
に
世
界
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
」
き
た
の

か
と
い
う
乙
と
を
、
無
意
識
の
中
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
整
理
し
、
記
憶
と
し
て
再

構
築
し
、
そ
の
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
」
、

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
!
ト
」
、

「
カ
ン
ガ
ル
ー
」
等
、
こ
う
し
た
概
念
的
記
号
は
、
既
成
の
表
出
手
段
を
失
い
、

日
常
生
活
の
無
意
識
の
中
に
埋
も
れ
て
行
っ
た
も
の
だ
ち
が
現
在
の
心
の
深
層
に

残
し
て
行
っ
た
無
意
識
的
な
痕
跡
な
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
の
作
品
は
、

乙
ャ
っ
し

た
、
無
意
識
の
中
に
埋
も
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
変
形
さ
れ
、
圧
縮
さ
れ
、
置
き

換
え
ら
れ
、
そ
の
名
前
も
、
意
味
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
無
意
識
的
な
痕
跡
を
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
人
間
存
在
の
よ
り
深
い
部
分
か
ら
「
ど
の
よ
う
に
世
界
と

か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
羊
男
」
や
「
羊
博
士
」
や
「
象
工
場
」
な
ど
と
い
っ
た
記
号
は
、
そ
う
し
た

現
実
的
存
在
で
な
い
も
の
に
存
在
感
を
与
え
る
た
め
に
そ
の
細
部
が
細
か
く
描
き

込
ま
れ
た
場
合
な
ど
、
奇
妙
な
ユ
ー
モ
ア
を
漂
わ
せ
、
単
に
、
そ
れ
自
体
を
目
的

に
し
た
軽
い
言
葉
の
ゲ
l
ム
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
例

「
土
の
中
の
彼
女
の
小
さ
な
犬
」
で
、

と
を
、
あ
や
ふ
や
な
言
葉
に
変
え
て
い
る
だ
け
」
の
「
た
だ
の
ゲ
l
ム
」
で
あ
っ

え
ば
、

「
暗
闇
で
あ
や
ふ
や
に
感
じ
る
こ

た
は
ず
の
も
の
が
「
無
意
識
の
う
ち
に
相
手
の
中
に
あ
る
不
必
要
な
向
か
を
引
き

出
し
て
」
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
言
語
ゲ
l
ム
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
も
の
が
、
人

間
存
在
の
深
い
部
分
に
繋
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
別
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
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ー「

か

い
っ
ぷ
り
」
と
い
う
作
品
は
、
仕
事
を
す
る
た
め
に
、
知
り
も
し
な
い
「
合
言
葉
」

を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
要
求
さ
れ
た
「
僕
」
が
、
「
水
に
関
係
が
あ
っ
て
、

手
の
ひ
ら
に
入
る
け
れ
ど
食
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、

「
そ
し
て
、
か
で
始
ま

る
五
文
字
の
こ
と
ば
」
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
、
そ
の
条
件
は
満
た
す
が
、
あ

り
も
し
な
い
「
手
の
り
か
い
っ
ぷ
り
」
と
答
え
る
、

し
か
し
、
他
な
ら
ぬ
そ
の

「
手
の
り
か
い
っ
ぷ
り
」
が
「
僕
」
を
仕
事
場
で
待
っ
て
い
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ト
・

シ
ョ
ー
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
に
登
場
す
る
「
手
の

り
か
い
っ
ぷ
り
」
と
い
っ
た
言
葉
で
さ
え
、
単
な
る
言
葉
の
ゲ
1
ム
に
終
わ
ら
ず
、

フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
し
て
「
僕
」
の
存
在
に
関
わ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る

ベ
中
」
晶
、

l

J

V

 

「
レ
ー
ダ
ー
ボ
l
ゼ
ン
」
で
、

「
彼
女
」
の
母
親
が
、
父
親
に
似
た
ド
イ



「
こ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て
い
た
ひ
と
つ
の
思
い
が
少

し
ず
つ
明
確
に
な
り
固
ま
っ
て
」
、
現
実
の
父
親
と
過
と
し
て
い
た
時
に
は
母
親

自
身
が
気
付
か
な
か
っ
た
「
父
親
に
対
す
る
耐
え
が
た
い
ほ
ど
の
嫌
悪
感
」
に
は

じ
め
て
気
が
付
く
よ
う
に
、
現
実
的
存
在
か
ら
離
れ
た
無
意
識
の
概
念
的
記
号
に

ツ
人
宇
佐
見
て
い
る
う
ち
に
、

よ
っ
て
こ
そ
、
意
識
の
中
で
は
失
わ
れ
て
い
た
も
の
、
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が

掘
り
起
こ
さ
れ
、
そ
の
姿
を
表
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
村
上
春
樹
は
、
既
成
の
思
想
的
・
社
会
的
概
念
記
号
か
ら
遠
く

離
れ
た
言
葉
を
概
念
的
な
キ
l
・
ワ
l
ド
と
し
、
乙
し
ら
え
も
の
で
あ
る
乙
と
が

明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
物
語
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
や
「
ど
の
よ
う

に
世
界
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る

既
成
概
念
の
情
念
的
な
歪
み
を
払
拭
し
、
日
常
生
活
の
無
意
識
の
中
か
ら
、
根
源

的
に
人
間
存
在
を
捉
え
直
し
、
我
々
が
「
ど
の
よ
う
に
世
界
と
か
か
わ
り
あ
っ
て

い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
開
示
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
、

村
上
春
樹
の
方
法
は
、
意
識
的
な
社
会
生
活
や
そ
れ
に
関
す
る
既
成
の
言
葉
を

「
図
」
と
し
、
無
意
識
的
な
日
常
生
活
や
そ
れ
に
関
す
る
言
葉
を
「
地
」
と
す
る

よ
う
な
、
人
生
や
「
世
界
」
に
対
す
る
見
方
の
転
換
で
あ
る
と
い
っ
た
言
い
方
も

で
き
る
、
だ
ろ
う
。

、
不
毛
へ
の
挑
戦
と
し
て
の
書
く
と
い
う
行
為

最
後
に
、
先
に
も
引
用
し
た
「
物
語
を
め
ぐ
る
冒
険
」
の
中
で
、
村
上
春
樹
が
、

「
ひ
と
つ
の
原
型
」
と
呼
び
、
ま
た
「
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
チ
ャ
プ
タ
l
l

と
い
う
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
の
中
に
殆
ど
全
部
書
い
ち
ゃ
つ
た
」
と
言
う
、

「
風
の

歌
を
聴
け
」
の
チ
ャ
プ
タ
1
1
の
文
章
を
読
み
な
が
ら
、
乙
こ
ま
で
述
べ
て
き
た

乙
と
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
行
き
た
い
。

僕
に
と
っ
て
文
章
を
書
く
こ
と
は
ひ
ど
く
苦
痛
な
作
業
で
あ
る
。

一
カ
月

か
け
て
一
行
も
書
け
な
い
乙
と
も
あ
れ
ば
、
三
日
三
晩
書
き
続
け
た
挙
句
そ

れ
が
み
ん
な
見
当
違
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
章
を
書
く
乙
と
は
楽
し
い
作
業
で
も
あ
る
。

生
き
る
こ
と
の
困
難
さ
に
比
べ
、
そ
れ
に
意
味
を
つ
け
る
の
は
あ
ま
り
に
も

簡
単
だ
か
ら
だ
。

十
代
の
頃
だ
ろ
う
か
、
僕
は
そ
の
事
実
に
気
が
つ
い
て
一
週
間
ば
か
り
口

も
き
け
な
い
ほ
ど
驚
い
た
乙
と
が
あ
る
。
少
し
気
を
利
か
し
さ
え
す
れ
ば
世

界
は
僕
の
意
の
ま
ま
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
転
換
し
、
時
は
流
れ
を
変

え
る
・
・
・
・
・
・
そ
ん
な
気
が
し
た
。

そ
れ
が
落
と
し
穴
だ
と
気
づ
い
た
の
は
、
不
幸
な
こ
と
に
ず
っ
と
後
だ
っ

た
。
僕
は
ノ
!
ト
の
ま
ん
中
に
一
本
の
線
を
引
き
、
左
側
に
そ
の
聞
に
得
た
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も
の
を
書
き
出
し
、
右
側
に
失
っ
た
も
の
を
書
い
た
。
失
っ
た
も
の
、
踏
み

に
じ
っ
た
も
の
、
と
っ
く
に
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
も
の
、
犠
牲
に
し
た
も
の
、

裏
切
っ
た
も
の
:
:
:
僕
は
そ
れ
ら
を
最
後
ま
で
書
き
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た。
僕
た
ち
が
認
識
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
と
、
実
際
に
認
識
す
る
も
の
と
の

聞
に
は
深
い
淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
長
い
も
の
さ
し
を
も
っ
て
し

て
も
そ
の
深
さ
を
測
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
僕
が
乙
乙
に
書
き
し
め
す

乙
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
の
リ
ス
ト
だ
。
小
説
で
も
文
学
で
も
な
い
。
ま

ん
中
に
採
が
l
本
だ
け
引
か
れ
た
一
聞
の
た
だ
の
ノ

l
ト
だ
。
教
訓
な
ら
少

し
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
あ
な
た
が
芸
術
や
文
学
を
求
め
て
い
る
な
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
の
書
い
た

も
の
を
読
め
ば
い
い
。
真
の
芸
術
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
に
は
奴
隷
制
度
が



必
要
不
可
欠
だ
か
ら
だ
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
奴

隷
が
畑
を
耕
し
、
食
事
を
作
り
、
船
を
漕
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
聞
に
市
民
は
地

中
海
の
太
陽
の
下
で
詩
作
に
耽
り
、
数
学
に
取
り
組
む
。
芸
術
と
は
、
そ
う

い
っ
た
も
の
だ
。

夜
中
の
三
時
に
寝
静
ま
っ
た
台
所
の
冷
蔵
庫
を
漁
る
よ
う
な
人
聞
に
は
、

そ
れ
だ
け
の
文
章
し
か
書
く
乙
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
僕
だ
。

「
十
代
の
頃
」
の
自
分
(
1

9
6
0
年
代
の
自
分
)
と
「
ず
っ
と
後
」
の
現
在
の
自
分
(
1
9
7
0
年
代
の
自
分
)

ま
ず
「
僕
」
は
、
書
く
と
い
う
行
為
に
関
し
て
、

と
を
比
較
し
て
見
せ
て
い
る
。

「
少
し
気
を
利
か
し
さ
え
す
れ
ば
」
言
葉
に
よ
っ

て
「
世
界
は
僕
の
意
の
ま
ま
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
転
換
し
、
時
は
流
れ
を

変
え
る
」
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
「
僕
」
に
は
、
言
説
と
「
世
界
」
と
の
ズ
レ
と

い
っ
た
も
の
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
「
僕
」
は
、
「
世
界
」
を
自
分
の
「
意
の

ま
ま
に
」
す
る
願
望
充
足
の
幻
想
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
考
え
、
言
説
の
構
造
を
変

え
さ
え
す
れ
ば
「
世
界
」
が
変
革
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
構
造
化
さ

れ
た
言
説
が
そ
の
ま
ま
「
世
界
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
言
葉
と
「
世
界
」
と
の

す
な
わ
ち
、

「
十
代
の
頃
」
、

楽
観
的
な
関
係
の
中
に
安
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
」
、
そ
れ
が
、

「
生
き
る
こ
と
の
困
難
さ
」

か
ら
の
一
時
的
な
解
放
感
、
言
語
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
「
落
と
し
穴
」
で
し
か

な
い
乙
と
に
気
が
つ
い
た
と
き
、

「
僕
」
の
喪
失
感
は
増
す
ば
か
り
に
な
る
の
で

あ
る
。

「
世
界
」
を
「
意
の
ま
ま
に
」
変
え
、

「
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
」
を
「
転
換

「
世
界
」
と
の
繋
が

さ
せ
る
」
乙
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
、

り
を
持
た
な
い
空
疎
な
一
言
葉
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
と
り
と
め

も
な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
聞
に
、

「
僕
」
は
多
く
の
も
の
、
多
く
の
可
能
性
を
失
つ

た
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
現
在
の
「
僕
」
は
、
自
分
に
で
き
る
乙
と
は
、
「
失
っ
た
も
の
、
踏

み
に
じ
っ
た
も
の
、
と
っ
く
に
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
も
の
、
犠
牲
に
し
た
も
の
、

裏
切
っ
た
も
の
:
:
:
」
と
い
う
よ
う
に
、
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
、
失
わ
れ
た
も
の

「
最
後
ま
で
書
き
通
す
乙
と
」
の
で
き
な
い
リ
ス
ト
を

の
果
て
し
な
い
リ
ス
ト
、

作
り
続
け
る
乙
と
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
村
上
春
樹
の
小
説
が
記
憶
の
掘
り
起
こ
し
に
見
え
る
と
い
う
乙
と
は
、

言
い
換
え
る
と
、
言
説
と
「
世
界
」
と
が
素
朴
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う
な

錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
聞
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
言
説
と
「
世
界
」
と

の
聞
に
よ
乙
た
わ
る
無
意
識
の
深
淵
の
中
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
失
わ
れ
て
い
な
い

「
世
界
」
の
可
能
性
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
乙
と
な
の
で
あ
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る
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
試
み
自
体
が
書
く
と
い
う
行
為
で
し
か
な
く
、

書
く
乙
と
に
よ
っ
て
時
が
流
れ
を
変
え
る
乙
と
な
ど
決
し
て
な
い
乙
と
は
、
ま
さ

に
「
僕
」
自
身
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

「
僕
」
が
掘
り
起
こ
す
こ
と
の

で
き
る
も
の
は
、
過
去
の
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
整

「
僕
」
は
、
完
全
な
「
世
界
」

理
・
再
構
成
さ
れ
た
過
去
の
記
憶
で
し
か
な
く
、

に
到
達
し
な
い
ま
ま
、
失
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
完
成
す
る
こ
と
の
な
い
リ
ス

ト
を
、
あ
る
い
は
、
完
全
な
「
世
界
」
に
つ
い
て
の
不
完
全
な
仮
説
を
組
み
立
て

続
け
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
書
く
と
い
う
行
為
は
、
ま
さ
に
不
毛
な

行
為
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
、
ま
た
私
自
身
も
以
前
に
述
べ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
が
、
乙

の
よ
う
な
「
僕
」
の
書
く
姿
勢
の
背
景
に
は
、
学
園
紛
争
あ
た
り
、

1
9
7
0
年



あ
た
り
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
き
た
知
の
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
言
語
観
・
世
界
観
の

変
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
実
社
会
に
対
す
る
違
和
感
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
を
変
革
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
す
ま
す
内
向
し
、
際
限
も
な
く
自
己
増
殖
し
、
そ

れ
自
身
で
完
結
す
る
形
骸
化
し
た
言
葉
。
そ
の
一
方
で
は
、
高
度
資
本
主
義
社
会

の
中
で
の
消
費
物
で
し
か
な
く
な
り
、
現
実
社
会
に
呑
み
込
ま
れ
る
ば
か
り
で
、

現
実
社
会
を
捉
え
る
乙
と
も
で
き
な
い
言
葉
。
乙
う
し
た
言
葉
の
無
能
力
ぷ
り
か

「
世
界
」
を
担
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

ら
生
じ
た
、

世

界
」
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
乙
と
も
無
意
味
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
言
葉
そ
の
も

の
の
本
質
的
不
完
全
性
の
認
識
。
あ
る
い
は
、
言
葉
を
信
じ
な
い
者
が
、
高
度
資

本
主
義
の
「
世
界
」
を
捉
え
ど
こ
ろ
な
い
不
定
の
カ
オ
ス
と
し
て
感
じ
な
が
ら
、

そ
の
「
世
界
」
と
か
か
わ
っ
て
生
き
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
違
和
感
。
乙

う
し
た
も
の
が
、

乙
乙
に
は
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
付
け
加
え
れ
ば
、

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
で
登
場
す
る
三
島
由
紀
夫
の
自
決
も
、

こ
う
し
た
時
代
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
)

「
僕
」
が
、
現
実
の
社
会
構
造
や
生
活
か
ら
遊
離
し
た
「
芸
術
」
や

「
小
説
」
や
「
文
学
」
で
は
な
く
、
現
実
社
会
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
ざ
る
を

え
な
い
者
の
た
め
の
「
教
訓
」
の
あ
る
も
の
を
書
乙
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
村

し
か
し
、

上
春
樹
は
、

「
世
界
」
を
捉
え
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、

「
世
界
」
を

変
革
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
無
意
味
だ
、
と
い
う
よ
う
な
地
点
に
立
ち
止
ま
ろ

う
と
し
て
は
お
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

い
ま
さ
ら
言
葉
や
「
世
界
」
に
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
郷
愁
は
捨
て
、

現
実
の
社
会
構
造
や
生
活
か
ら
離
れ
た
場
所
に
、
言
葉
へ
の
信
頼
の
崩
壊
し
た
後

の
浮
遊
感
覚
に
基
づ
い
て
面
白
お
か
し
い
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
言
語
空
聞
を
構
築
し
ょ

う
と
か
、
人
工
的
に
構
築
さ
れ
た
過
去
の
記
憶
の
中
に
、
現
実
に
存
在
し
な
い
素

朴
な
実
在
感
を
求
め
よ
う
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
、
開
き
直
り
、
諦
念
の
道
は
選

ん
で
い
な
い
。
ね
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
「
小
説
」
や
「
文

学
」
や
「
芸
術
」
の
革
新
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
細
部
の
無
意
識
を
掘
り
起
こ

し
、
埋
も
れ
て
い
た
た
め
に
、
生
々
し
い
情
念
毎
拭
い
去
ら
れ
た
「
世
界
」
と
の

繋
が
り
を
記
憶
と
し
て
再
構
成
し
、
も
う
一
度
正
確
に
把
握
し
直
す
乙
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
村
上
春
樹
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
村
上
春
樹
は
、
高
度
資
本

「
世
差

主
義
社
会
の
下
で
生
き
る
人
間
が
か
か
え
乙
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、

と
自
己
と
の
か
か
わ
り
方
を
認
識
し
、
表
出
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題

を
、
言
語
と
「
世
界
」
と
の
聞
に
よ
こ
た
わ
る
深
淵
と
い
う
言
語
そ
の
も
の
が
構

造
上
持
つ
不
完
全
性
に
よ
っ
て
解
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は

と
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
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同
じ
く
「
風
の
歌
を
聴
け
」
を
見
る
と
、
デ
レ
ク
・
ハ

l
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
短

編
「
火
星
の
井
戸
」
の
梗
概
の
紹
介
と
い
う
形
で
、

「
時
の
歪
み
に
沿
っ
て
」
掘

ら
れ
た
「
井
一
戸
」
を
潜
り
抜
け
る
「
一
人
の
青
年
」
の
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
物
語
の
構
造
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、

「
風
の
歌
を
聴
け
」
か

ら
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
に
い
た
る
村
上
春
樹
の
作
品
は
、
新
し
い
表

現
を
試
そ
う
と
し
た
習
作
的
な
短
編
や
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
を
除
い
て
、
多
く

は
こ
の
「
時
の
歪
み
に
沿
っ
て
」
掘
ら
れ
た
「
井
戸
」
を
潜
り
抜
け
る
「
一
人
の

青
年
の
話
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
村
上
春
樹
の
作
品
の
主
人
公
た
ち

は
、
無
意
識
の
中
に
掘
ら
れ
た
「
井
一
戸
」
の
中
、
時
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
記
憶

の
中
を
潜
り
抜
け
、
自
己
存
在
の
根
源
か
ら
「
世
界
」
と
自
己
と
の
関
係
を
捉
え

直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
村
上
春
樹
は
、
「
時
の
歪
み
に
沿
っ
て
」

掘
ら
れ
た
「
井
戸
」
を
潜
り
抜
け
る
「
一
人
の
青
年
の
話
」
と
い
う
物
語
構
造
を
、



S
F
小
説
、
ハ

l
ド
ボ
イ
ル
ド
小
説
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
ミ
ス
テ
リ
ー
や
ホ
ラ
l
、

疑
似
リ
ア
リ
ズ
ム
の
恋
愛
小
説
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ぎ
ま
な
ス
タ
イ
ル
に
変
形
し

な
が
ら
、
絶
え
ず
か
つ
て
の
「
世
界
」
像
を
編
集
し
直
し
、
「
世
界
」
と
の
新
し

い
繋
が
り
を
結
び
直
そ
う
と
し
続
け
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

[
付
記
〕
村
上
春
樹
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、

『
村
上
春
樹
全
作
品
』
(
講
談
社
)

に
拠
っ
た
。
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