
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
論

ー
「
臨
界
域
」
と
し
て
の
想
起
/
流
通
す
る

村
上
春
樹

は
じ
め
に

ー
「
臨
界
域
」
と
し
て
の
想
起
|

村
上
春
樹
の
テ
ク
ス
ト
に
は
回
想
や
手
記
な
ど
で
過
去
を
想
起
す
る
も
の
が
多

く
あ
る
。
想
起
と
い
う
行
為
、
ま
た
想
起
す
る
場
に
つ
い
て
、
阿
部
安
成
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

村上春樹「午後の最後の芝生J論

過
去
を
現
在
に
い
き
い
き
と
蘇
ら
せ
る
営
み
は
、
想
起
と
い
う
行
為
を
介
し

て
過
去
の
い
さ
か
い
を
現
在
に
再
現
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
過
去
を
い
ま
想

起
す
る
と
い
う
場
が
、
そ
の
と
#
片
岡
附
凶
と
な
る
様
相
を
み
る
と
し
よ
う
。

岡
阿
幽
と
い
う
い
い
方
は
、
過
去
が
そ
の
ま
ま
に
、
穏
や
か
に
想
起
さ
れ
る

と
い
う
よ
り
も
、
想
い
起
こ
さ
れ
る
過
去
、
そ
の
想
い
起
こ
し
の
仕
方
が
も

つ
れ
あ
い
、
現
在
に
も
対
抗
を
も
た
ら
す
事
態
を
指
摘
す
る
た
め
に
わ
た
し

は
用
い
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
阿
部
氏
の
言
う
「
臨
界
域
」
と
い
う
概
念
を
用
い
、
回
想
の
物
語

の
考
察
を
行
う
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
想
起
し
て
い
る
現
在
の
語
り
手
・
書
き
手
(
小
説
を
書
い
て

で
あ
る
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
(
初
出
『
宝
島
』
苫
巳
・
∞
)

説

山

根

由
美
恵

い
る
主
人
公
)
が
、
想
起
さ
れ
る
過
去

(
M
1
5
年
前
の
芝
刈
り
の
ア
ル
バ
イ
ト
)

に
よ
っ
て
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
。
想

起
と
い
う
行
為
に
よ
る
現
在
地
点
の
主
体
の
混
乱
は
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
を

筆
頭
に
村
上
文
学
の
重
要
な
特
徴
と
一
吉
宮
九
、
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
は
、

域
」
が
描
か
れ
た
初
期
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
臨
界

-49-

* 

こ
こ
で
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
(
第
一
短
編
集

は
、
村
上
の
短
編
の
中
で
は
注
目
さ

『
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
』
収
録
)

れ
て
い
る
が
、
研
究
は
そ
う
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
中
で
、
酒
井
英
行
氏
は

丁
寧
な
作
品
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
た
か
が
芝
生
の
表
面
を
き
ち
ん
と
刈
る
こ

と
に
し
か
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
い
だ
せ
な
い
孤
独
感
、
無
力
感
、
現
実
世

界
へ
の
違
和
感
。
『
僕
』
は
こ
の
自
己
の
心
の
核
心
部
に
真
に
向
き
合
お
う
と
し

な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
、
逃
げ
出
し
た
い
の
で
あ
る
」
、
「
他
者
と

の
生
き
た
関
係
の
持
て
な
い
『
僕
』
の
自
己
確
認
。
『
性
格
の
問
題
』
、
『
プ
ラ
イ

ド
の
問
題
』
だ
け
が
優
位
で
あ
る
現
実
離
脱
。
『
僕
』
の
自
己
完
結
し
た
世
界
、

非
現
実
志
向
に
帰
還
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
、
「
〈
午
後
の
最
後
の
芝
生
〉
を
回
想

し
て
い
る
『
僕
』
も
、

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
『
僕
』
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
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の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
酒
井
氏
は
、
自
己
完
結
し
た
世
界
の
中
に
閉
じ
こ
も
り

続
け
る
「
僕
」
の
「
変
わ
ら
な
」
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
同
様
に
、
唐
土
民
雄
氏

レ
1
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ヲ
ル

は
「
〈
人
間
の
存
在
理
由
〉
を
追
求
し
た
物
語
で
あ
り
、
春
樹
の
典
型
的
な
一
生

と
述
べ
、
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
は
、
村
上
テ
ク
ス
ト
に
多
く
描
か
れ
て
い
る

自
己
完
結
型
主
人
公
の
物
語
と
し
て
の
評
が
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
中
で
、
中
村
三
春
氏
は
書
く
と
い
う
行
為
に
注
目
し
、
「
〈
記
憶
H

小
説
〉

の
断
片
を
集
め
て
作
ら
れ
た
言
葉
の
塊
が
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
形
作
っ
て

さ
え
い
れ
ば
、

そ
れ
は
〈
僕
〉
に
と
っ
て
救
い
の
契
機
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
」

と
、
「
風
の
歌
を
聴
け
」
な
ど
で
描
か
れ
て
い
た
〈
書
く
こ
と
に
よ
る
自
己
療
養
〉

に
ふ
れ
な
が
ら
、
「
解
答
は
こ
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
小
説
で
は
、
永
遠
に
遠
ざ
け
ら

れ
て
い
る
。
自
答
の
な
い
自
問
。
そ
れ
こ
そ
が
、
不
定
型
な
〈
記
憶
日
小
説
〉
と

い
う
契
機
の
持
ち
う
る
、
可
能
な
形
で
の
価
値
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
U
】と

述
べ
て
い
る
。
「
自
答
の
な
い
自
問
」
と
の
言
葉
か
ら
、
中
村
氏
も
テ
ク
ス
ト
を

「
僕
」
の
自
己
完
結
の
世
界
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
本
当
に
「
僕
」
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
。
自
己
完
結
の
世
界
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

時
々
、
十
四
年
か
十
五
年
な
ん
て
昔
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
な
、

と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ジ
ム
・
モ
リ
ソ
ン
が

「
ラ
イ
ト
・
マ
イ
・
フ
ア
イ

ア
」
を
唄
っ
た
り
、
ポ

l
ル
・
マ
ツ
カ

l
ト
ニ
ー
が
「
ロ
ン
グ
・
ア
ン
ド
・

ワ
イ
ン
デ
イ
ン
グ
・
ロ
ー
ド
」
を
唄
っ
て
い
た
り
し
た
時
代
|
|
少
し
前
後

す
る
よ
う
な
気
も
す
る
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
ん
な
時
代
だ
ー
ー
が
そ
れ
ほ
ど
昔

の
こ
と
だ
な
ん
て
、
僕
に
は
ど
う
も
う
ま
く
実
感
で
き
な
い
の
だ
。
僕
自
身

あ
の
時
代
か
ら
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思

h

「
ノ
。

い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
な
。
僕
は
き
っ
と
か
な
り
変
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

そ
う
思
わ
な
い
と
、
う
ま
く
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
す
ぎ

る。
オ
ー
ケ
ー
、
僕
は
変
っ
た
。
そ
し
て
十
四
、

五
年
と
い
う
の
は
結
構
昔
の

話
だ
。
(
傍
点
は
原
文
に
あ
り
、

以
下
同
様
)

こ
こ
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
僕
」

は
「
変
っ
た
」
自
分
を
意

識
し
つ
つ
、
過
去
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
「
オ
ー
ケ
ー
、
僕
は

変
っ
た
」
に
は
、
納
得
は
し
て
い
な
い
が
、
変
わ
っ
た
自
分
と
い
う
事
実
を
受
け

の
か

入
れ
ざ
る
を
え
な
い
現
状
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
何
が
「
変
っ
た
」

の
か
)
、
ど
う
し
て
語
る
(
書
く
)
の
か
。

nu 

F
h
u
 

(
本
当
に
「
変
っ
た
」

本
稿
で
は
、
第
一
に
回
想
と
い
う
設
定
、
特
に
「
臨
界
域
」
と
い
う
場
の
ダ
イ

ナ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
村
上
文
学
の
一
つ
の
特
徴
を
明
示
し
た
い
。
そ
の
上

ナ

ラ

テ

ィ

プ

エ

ク

リ

チ

ュ

1

ル

で
、
主
人
公
が
過
去
を
語
る
の
み
な
ら
ず
、
書
く
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
い
る

こ
と
を
、
意
識
的
に
記
す
意
義
を
考
察
す
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
は
小
説
に
似
て
い

エ

ク

9

チ

2

1

ル

る
」
と
言
う
よ
う
に
、
過
去
の
記
憶
と
書
く
と
い
う
行
為
と
は
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
。
過
去
を
想
起
し
、
そ
れ
ら
の
記
憶
を
「
小
説
」
と
似
た
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
点
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
今
一
つ
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

片
桐
雅
隆
氏
は
「
記
憶
は
、
過
去
の
出
来
事
の
『
客
観
的
な
記
録
』
で
は
な
く
、

む
し
ろ
現
在
の
状
況
を
説
明
し
正
当
化
す
る
た
め
に
解
釈
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は

『
担
造
』
さ
れ
る
構
築
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
担
造
」
ほ
ど
強
く
は
な

く
と
も
、
過
去
を
回
想
し
、

そ
れ
を
語
る

(
ま
た
は
書
く
)
と
い
う
行
為
に
は
、



あ
り
の
ま
ま
の
真
実
で
は
な
く
、
主
体
の
意
識
が
入
り
込
む
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ

う
。
逆
に
言
え
ば
、
過
去
が
ど
の
よ
う
な
形
で
回
想
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に

「
僕
」
が
置
か
れ
て
い
る

「
う
ま
く
説
明
の
つ
か
な
い

す
る
こ
と
は
、
現
在
の

と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
す
ぎ
る
」
状
況
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

ダ
イ
ナ
ニ
ズ
ム
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
現
在
の
状
況
の
た
め
、

「
臨
界
域
」

「
過
去
」
は
ど
の
よ
う
に
「
解
釈
」
さ
れ
た
構
築
物
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

テ
ク
ス
ト
の
構
成

記
憶
自
体
に
、
「
解
釈
」
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

回
想
の
内
容
も
純
粋
な
「
ス
ト
ー
リ
ー
」

(
時
間
の
順
序
に
従
っ
て
出
来
事
を
語

で
は
な
く
、
因
果
関
係
に
重
点
が
置
か
れ
た
「
プ
ロ
ッ
ト
」
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
て

っ
た
も
の
)

、
旨
7
こ
、
。

v
v
d
c
J
j
y
v
 

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」

は
、
大
き
く
三
つ
の
世
界
(
時
間
軸
)
に
分
け
ら
れ

る
。
第
一
は
、
現
在
語
っ
て
い
る

(
書
き
続
け
て
い
る
)
「
僕
」

で
あ
る
。
第

村上春樹「午後の最後の芝生j論

の
仕
事
に
関
し
て
の
出
来
事
、
印
象
的
な
大
女
と
の
や
り

と
り
で
あ
り
、
物
語
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
、
遠
距
離
恋
愛
を
し
て
お

は
、
「
最
後
の
芝
生
」

り
、
別
れ
て
し
ま
っ
た
彼
女
の
話
で
あ
る
。
第
三
の
彼
女
の
挿
話
は
、
量
的
に
は

多
く
は
な
い
が
、
第
一
・
第
二
の
話
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
係

を
記
す
と
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
。
(
第
一
:
ゴ
シ
ッ
ク
、
第
一
一
:
明
朝
体
、
第
三

-
・
行
書
体
で
記
す
)

語
り
手
の
「
僕
」

:
W
1
5
年
前
に
芝
生
を
刈
っ
て
い
た
・

の

小
説
を
書
い
て
い
る
『
僕
」
↓
「
少
し
は
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
」

2 

乏
生
b
a
刈
る
ア
ル
バ
イ
ト
b
a
t
T

い
た
時
剣
.
建
作
品
陣
怠
4
1
の
伏
h
T

が
い
た
・

』

t
a
n
の
叫
帽
の
・
岬
臥
ム
ー
か
・
ら
今
品
m
T
叫叫れ
T
A鼻

咽

J
H
-
ら
れ
る
・

岬臥ム
1
t
遅
ご
す
た
め
の
お
会
b
z
世
界

rh由
桑
が
な

th'
『た・

二
え
奥
ざ
ん
せ
定
た
F
い
う
H

円
拾
が
入
品
(
『
伎
が
怠
人
h
k

別
れ
る

:
t
k
な
『
た

の
何
T
の
坊
の
ぜ
い

r
守
な
い
か
な
ぞ
ふ
せ
忠
司
た
れ
ー
も

t
た
」
}

糸
川
怯
.
一
退
伺
だ
け
芝
刈
与
の
ア
ル
バ
イ
ト
b
a
A
A
J
吋
晶
、
、
せ
に
す
る
・

3 

芝
刈
り
の
最
後
の
ア
ル
バ
イ
ト

お
そ
ろ
し
く
大
き
な
中
年
女
(
五
十
前
後
)
が
雇
い
主
。

芝
生
を
刈
る
(
途
中
で
昼
食
:
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
)
:
こ
だ
わ
り
の
あ
る
刈
り
方
(
「
こ

れ
は
性
格
の
問
題
だ
。
そ
れ
か
ら
た
ぶ
ん
プ
ラ
イ
ド
の
問
題
だ
」
)

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
:
二
時
二
十
分
に
仕
事
は
終
っ
た
。

「
め
な
た
の
:
せ
白
人
苧
ず
も
そ
T
む
掃
さ
ず
す
」
せ
成
会
U
ゑ
伎
の
手
品
h
k
奮
い
マ
い

d
F

，
 

唱
E
ム

F
「
υ

良
い
仕
事
ぶ
り
な
の
で
、
ビ
ー
ル
を
ご
ち
そ
う
に
な
る
。

娘
の
部
屋
を
見
る
事
に
な
る
。
(
二
カ
月
ぶ
ん
く
ら
い
の
ほ
こ
り
」
)

「
洋
服
ダ
ン
ス
」
を
開
け
、
引
き
出
し
も
見
る
。
(
「
何
も
か
も
が
清
潔
で
き
ち
ん
と
し

て
い
た
。
僕
は
た
い
し
た
わ
け
も
な
く
悲
し
い
気
分
に
な
っ
た
。
な
ん
だ
か
ち
ょ
っ

と
胸
が
重
た
く
な
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。
)

彼
女
の
人
物
像
を
尋
ね
ら
れ
る
。
{
込
人
の

:
t
b
L
d
い
広
ぜ
な
い
)

「
(
前
略
)
師
屈
は
斗
斗
俄
封
科
パ

4μ
材
叫
叫
吋
吋
口
成
材
パ
d
d廿
村
吃
説
付
品
川

肘
哨
叫
マ
可
併
問
域
対
可
バ
引
ゴ
H
4叫
マ
民
斜
叫
域
叫
可
ぺ
出
ゴ
討
明
日
ゥ

d
A

料
蔀
持
は
寸
川
封

q
U
4叫
バ
ペ
引
M
判

d
H吋せ品川」

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
に
入
り
、
気
分
が
悪
く
な
る
。

(
「
何
も
か
も
が
遠
い
世
界
で
起
っ
た
出
来
事
み
た
い
な
気
が
し
た
。

の
ぞ
い
た
時
み
た
い
に
、
い
や
に
鮮
明
で
不
自
然
だ
っ
た
」
)

双
眼
鏡
を
反
対
に
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4 

現
在
時
間
に
戻
る
・
あ
れ
以
来
「
芝
生
を
刈
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
事
実
を
告
げ
る
・

こ
の
物
語
は
、
遠
距
離
恋
愛
の
彼
女
と
別
れ
た
後
に
奇
妙
な
仕
事
を
す
る
と
い

う
設
定
で
あ
る
が
、
「
最
後
の
芝
生
」
の
仕
事
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
中
に
、

意
図
さ
れ
た
「
プ
ロ
ッ
ト
」
(
彼
女
と
の
別
れ
の
意
味
)
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

で
の
出
来
事
・
娘
を
喪
っ
た
女
と
の
や
り
と
り
の
中

で
、
別
れ
た
彼
女
が
「
僕
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
が
段
階
的

に
見
つ
め
直
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
手
紙
(
「
私
は
自
分
が
何
か
を
求
め
ら
れ
て

つ
ま
り
、

「
最
後
の
芝
生
」

い
る
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
の
で
す
」
)
を
通
じ
、
「
僕
」
は
〈
自
分
が
求
め

る
も
の
は
何
か
〉
と
い
う
聞
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
自
身
の
抱
え
る
問
題
を
浮
き

彫
り
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
過
去
の

て
い
る
。

「
解
釈
」
と
し
て
の
回
想
が
語
ら
れ

次
に
、
こ
れ
ら
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
「
プ
ロ
ッ
ト
」
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
二
つ

の
喪
失
、
①
「
彼
女
」
を
失
っ
た
「
僕
」
、
②
娘
を
喪
っ
た
女
を
具
体
的
に
見
て

い
#
C

「
僕
」
自
身
の
抱
え
る
問
題
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ニ
ニ
つ
の
喪
失

①
「
彼
女
」
を
失
っ
た
「
僕
」

「
僕
」
は
、
彼
女
と
の
別
れ
に
関
し
て
は
、
初
め
は
さ
ほ
ど
の
痛
手
で
は
な
い

よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。
「
机
の
上
に
あ
る
H
B
の
長
い
鉛
筆
の
軸
を
三
本

折
っ
た
。
べ
つ
に
腹
を
立
て
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
か
っ
た
だ
け
だ
」
、
「
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
僕
は
ま
わ
り
の
み

ん
な
か
ら
『
ず
い
ぶ
ん
明
る
く
な
っ
た
ね
』
と
言
わ
れ
た
。
人
生
っ
て
よ
く
わ
か

ら
な
い
」
。
誰
に
で
も
あ
る
別
れ
で
あ
り
、
深
く
傷
つ
い
た
様
子
で
は
な
い
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。

「僕」

は
彼
女
と
の
一
つ
一
つ
の
行
為
(
食
事
や
肉
体
関
係
)
が
好
き
だ
っ
た

が
、
対
象
が
彼
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
に
彼
女
の
こ
と
を
好
き
だ

-52-

っ
た
の
か
は
読
み
取
れ
な
い

(
「
僕
が
彼
女
を
ほ
ん
と
う
に
好
き
だ
っ
た
の
か
ど

う
か
、
こ
れ
は
今
と
な
っ
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
思
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、

わ
か
ら
な
い
の
だ
」
)
。

し
か
し
、
奇
妙
な
女
と
の
や
り
と
り
か
ら
、
彼
女
と
の
別

れ
が
自
分
に
と
っ
て
い
か
に
深
い
問
題
だ
っ
た
の
か
を
認
識
し
て
い
く
。

初
め
の
段
階
で
は
、
突
発
的
な
浮
気
の
場
面
で
鳴
る
電
話
の
ベ
ル
と
い
う
形
で

語
ら
れ
る
(
「
僕
が
恋
人
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
そ
の
時
の
せ
い
じ
ゃ
な

い
か
な
と
ふ
と
思
っ
た
り
も
し
た
」
、
「
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
電
話
の
ベ
ル
の
せ
い

だ
」
)
。
恋
人
と
繋
が
ら
な
い
電
話
の
場
面
は
、
次
作
「
土
の
中
の
彼
女
の
小
さ
な

犬
」
に
も
登
場
す
る
。
何
よ
り
も
「
ね
じ
ま
き
烏
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
(
短
編
「
ね
じ

ま
き
鳥
と
火
曜
日
の
女
た
ち
」
も
同
様
)
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る

こ
と
か
ら
、
電
話
は
大
切
な
相
手
と
の
交
流
の
隠
愉
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
自
分

宛
の
電
話
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ベ
ル
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と



に
別
れ
の
原
因
を
考
え
て
い
る
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

う
形
式
に
よ
り
、
彼
女
と
の
別
れ
の
意
味
を
後
付
け
の
形
で
振
り
返
る
意
識
(
理

つ
ま
り
、
回
想
と
い

由
付
け
)
が
こ
こ
に
は
窺
え
る
。

彼
女
の
手
紙
に
は
「
僕
」
の
心
が
わ
か
ら
ず
、
心
か
ら
打
ち
解
け
合
っ
て
は
い

な
い
と
捉
え
て
い
た
事
実
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
「
私
は
自

分
が
何
か
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
実

際
に
「
僕
」
は
彼
女
が
何
を
着
て
い
た
の
か
思
い
出
せ
ず
、
顔
す
ら
わ
か
ら
な
い
。

「
ほ
ん
の
半
年
前
の
こ
と
な
の
に
何
ひ
と
つ
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
僕
は
彼
女
に
つ
い
て
い
っ
た
い
何
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
?
」
と
、
彼
女

に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
自
分
を
認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
僕
」
が
彼

女
を
本
気
で
「
見
る
」
「
知
る
」
こ
と
が
な
か
っ
た
事
実
を
、
彼
女
は
無
意
識
に

感
じ
取
り
、
そ
の
こ
と
で
「
自
分
が
何
か
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
ど
う
し
て
も

思
え
な
い
」
と
「
僕
」

へ
の
不
審
を
感
じ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
出
さ
れ
た
〈
自
分
が
求
め
る
も
の
は
何
か
〉
と
い
う
問
い
が
テ
ク
ス
ト

で
最
も
重
要
な
テ

l
マ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
「
僕
」

に
こ
の
間
い
を
思
い
起

こ
さ
せ
た
、
更
な
る
喪
失
を
抱
え
た
女
と
の
や
り
と
り
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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② 

娘
を
喪
っ
た
女

芝
刈
り
の
依
頼
主
で
あ
る
中
年
の
女
も
、
「
僕
」
と
同
じ
く
深
い
喪
失
を
抱
え

た
女
で
あ
る
。
女
は
夫
を
失
い
、
今
は
娘
も
喪
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

女
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
一
歩
手
前
に
い
る
。

女
も
「
僕
」
と
同
様
に
芝
刈
り
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
「
僕
」
か
ら
「
あ

と
二
週
間
は
も
ち
ま
す
よ
」
と
言
わ
れ
で
も
、
女
は
芝
刈
り
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、

彼
女
の
夫
が
「
僕
」
と
同
様
に
手
間
ひ
ま
か
け
て
芝
刈
り
を
し
て
お
り
、
芝
生
が

き
れ
い
に
刈
ら
れ
て
い
る
庭
は
、
夫
と
娘
と
三
人
で
過
ご
し
て
い
た
幸
せ
な
時
を

想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
女
は
芝
生
が
美
し
く
刈
ら
れ

た
庭
を
執
劫
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

夫
が
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
美
し
く
刈
ら
れ
た
庭
を
見
て
、
女
は
「
見

て
ほ
し
い
も
の
」
が
あ
る
と
言
い
、
「
僕
」
を
娘
の
部
屋
へ
案
内
す
る
。
部
屋
は

「
典
型
的
な
テ
ィ
ー
ン
・
エ
イ
ジ
ャ
l
の
女
の
子
の
部
屋
」

で
、
「
全
体
と
し
て

み
れ
ば
部
屋
は
こ
の
年
頃
の
女
の
子
に
し
て
は
さ
っ
ば
り
し
た
も
の
だ
っ
た
」
。

個
性
が
な
い
せ
い
か
、
部
屋
の
持
ち
主
の
姿
を
想
像
し
て
み
た

「僕」

で
は
あ
る

が
、
彼
女
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
様
子
に
、
女
は
更
に
「
洋
服
ダ
ン
ス
」
「
引
出
し
」
を
開
け
さ
せ

て
、
「
僕
」
の
反
応
を
見
ょ
う
と
す
る
。
お
そ
ら
く
凡
帳
面
な
性
格
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
娘
の
不
在
。
こ
こ
で
は
、
娘
の
不
在
が
「
死
」
か
「
失
綜
」
か
は
明
確
に

そ
の
後
の
女
の
執
劫
な
問
い
や
、
服
な
ど
日
常

q
J
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記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、

の
も
の
が
全
て
残
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
酒
井
氏
の
「
娘
は
死
ん
で
い
る
の
だ
。

恐
ら
く
、
自
殺
と
い
う
か
た
ち
で
」
と
い
う
指
摘
の
通
り
、
自
殺
の
可
能
性
が
高

い
だ
ろ
う
。
実
際
に
「
僕
」
も
「
た
い
し
た
わ
け
も
な
く
悲
し
い
気
分
に
な
っ
た
。

な
ん
だ
か
ち
ょ
っ
と
胸
が
重
た
く
な
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
」
と
死
の
気
回
を
感

じ
て
い
る
。

終
始
女
は
う
つ
ろ
で
(
「
目
が
僕
の
方
を
向
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
本
当

は
何
も
見
て
い
な
か
っ
た
」
)
、
朝
か
ら
か
な
り
強
い
酒
を
飲
ん
で
過
ご
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
僕
」
の
反
応
か
ら
、
自
分
の
娘
の
印
象
を
ど
う
に
か
し
て
知
ろ
う
と

す
る
(
「
感
じ
で
い
い
ん
だ
よ
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
い
よ
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と

で
も
聞
か
せ
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
だ
」
)
。
女
は
「
知
る
」
こ
と
が
で
き
ず
突
然
喪



村上春樹「午後の最後の芝生j論

っ
て
し
ま
っ
た
娘
の
こ
と
を
、
何
と
か
し
て
知
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
自
分
で

何
度
も
何
度
も
反
刷
制
し
た
で
あ
ろ
う
「
な
ぜ
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
問

い
を
、
他
者
か
ら
一
つ
の
答
え
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
槌
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ボ
ー
イ
・
フ
レ
ン
ド
は
い
ま
す
」
と
僕
は
続
け
た
。

か
ら
な
い
な
。
ど
れ
ほ
ど
の
仲
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
ベ

二
人
か
二
人
。
わ

つ
に
ど
う
だ
つ
て
い
い
ん
で
す
。
問
題
は
:
:
:
彼
女
が
い
ろ
ん
な
も
の
に
な

じ
め
な
い
こ
と
で
す
。
自
分
の
体
や
ら
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
や
ら
、

自
分
の
求
め
て
い
る
こ
と
や
ら
、
他
人
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
や
ら
:
:
:
そ

ん
な
こ
と
に
で
す
」

「
そ
う
だ
ね
」
と
し
ば
ら
く
あ
と
で
女
は
言
っ
た
。
「
あ
ん
た
の
一
言
守
フ
こ
と

は
わ
か
る
よ
」

僕
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
僕
の
こ
と
ば
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
誰
か
ら
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
僕
は
と
て
も
疲
れ
て
い
て
、

眠
り
た
か
っ
た
。
眠
っ
て
し
ま
え

ば
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
の
間
い
に
、
「
僕
」

は
「
問
題
は
:
:
:
彼
女
が
い
ろ
ん
な
も
の
に
な
じ
め
な

い
こ
と
で
す
。
自
分
の
体
や
ら
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
や
ら
、
自
分
の
求
め

て
い
る
こ
と
や
ら
、
他
人
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
や
ら
・
:
:
・
そ
ん
な
こ
と
に
で
す
」

は
か
ら
ず
も
自
分
自
身
の
こ
と

と
返
す
。
こ
の
返
答
は
、
不
在
の
娘
を
通
じ
て
、

を
語
っ
た
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
「
僕
」
が
女
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
自

身
が
自
覚
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
誰
か
ら
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
混
乱
し
て
い
る
様
子
か
ら
窺
え
よ
う
。
当
時
の

「
僕
」
は
、
そ
れ
が
自
身
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
漠
然
と
気
付
き
な
が

ら
も
、
無
意
識
的
に
そ
の
答
え
を
避
け
、
判
断
停
止
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
過
去

の
想
起
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
現
実
世
界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉

し
に
気
付
か
さ
れ
て
い
く
。

に
否
応
な

不
在
の
娘
の
死
の
気
配
と
、
そ
の
現
実
を

受
け
入
れ
る
事
が
で
き
ず
破
滅
へ
と
向
か
っ
て
い
く
女
を
通
じ
、
「
僕
」
が

実
世
界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉
を
認
識
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
現
在
の

テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い
た
の
は
、

現

「
僕
」
が

行
っ
て
い
る
想
起
は
、
ま
さ
に
「
臨
界
域
」
で
の
想
起
と
言
え
る
。
こ
こ
で
想
起

さ
れ
る
過
去
は
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、
〈
現
実
世
界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉

を
リ
ア
ル
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
時
点
に
お
い
て
も
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
ー
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
、
「
僕
」
の
過
去
で
の
混
乱
は
、
現
在

に
お
け
る
混
乱
や
困
惑
(
「
変
っ
た
」
「
変
っ
て
い
な
い
」
と
悩
む
現
在
時
点
の

A
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「
僕
」
)
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
繋
が
っ
て
い
る
。

変
化
す
る
〈
自
己
表
現
〉
|
芝
刈
り
か
ら
「
小
説
」

こ
こ
で
改
め
て
問
い
直
し
た
い
。
諸
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
僕
」

は
過
去
を
想

起
す
る
の
み
で
、
〈
現
実
世
界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉
と
い
う
立
ち
位
置
か
ら
変

化
を
見
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
僕
」
は
な
ぜ
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
ィ
ー
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
行
為
、
「
臨
界
域
」
と
し
て
の
想
起
を
敢
え
て
語
り
、
「
小

説
」
と
し
て
書
く
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
「
僕
」
は
、
芝
刈
り
を
せ
ず
、
小
説
家
と
し
て
小
説
を
書
い
て
い
る
。

こ
こ
で
「
芝
生
を
刈
る
こ
と
」

の
意
味
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
「
僕
」

は
芝
刈
り
を
「
あ
ま
り
他
人
と
口
を
き
か
な
く
て
済
む
」
、
「
僕
向
き
」

の
仕
事
と



認
識
し
、
「
た
だ
単
に
芝
生
を
刈
る
の
が
好
き
だ
っ
た
」
、

「
芝
が
伸
び
て
い
れ
ば

い
る
ほ
ど
、
や
り
が
い
は
あ
っ
た
」
と
メ
ン
タ
ル
面
で
好
ま
し
い
仕
事
と
し
て
考

丁
寧
な
仕
事
を
し
た
の
で
評
判
も
よ
か

え
て
い
た
。
好
み
の
問
題
だ
け
で
な
く
、

っ
た
。

つ
ま
り
、
芝
刈
り
は
他
者
の
評
価
を
得
ら
れ
る
仕
事
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
分
に
と
っ
て
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
認
め
始
め
る
。
「
気

の
長
い
仕
事
だ
。
適
当
に
や
ろ
う
と
思
え
ば
適
当
に
や
れ
る
し
、
き
ち
ん
と
や
ろ

う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
き
ち
ん
と
や
れ
る
。

し
か
し
き
ち
ん
と
や
っ
た
か
ら
そ

れ
だ
け
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
と
は
限
ら
な
い
」
、
「
か
な
り
僕
は
き
ち

ん
と
や
る
。
こ
れ
は
性
格
の
問
題
だ
。
そ
れ
か
ら
た
ぶ
ん
プ
ラ
イ
ド
の
問
題
だ
」
。

他
者
評
価
以
上
に
、
自
身
の

「
プ
ラ
イ
ド
の
問
題
」
と
し
て
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

イ
!
と
関
わ
る
、

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
く
。

最
後
の
芝
生
の
仕
事
を
終
え
、
女
と
の
や
り
と
り
か
ら
〈
現
実
世
界
に
な
じ
め

一
つ
の

〈
自
己
表
現
〉

な
い
自
分
〉

の
姿
に
気
づ
か
さ
れ
た
後
、
「
僕
」

は
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
で
次
の
よ
う

に
考
え
る
。
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「
あ
な
た
は
私
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
」
と

恋
人
は
書
い
て
い
た
。
「
私
は
自
分
が
何
か
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
ど
う

し
で
も
思
え
な
い
の
で
す
」

僕
の
求
め
て
い
る
の
は
き
ち
ん
と
芝
を
刈
る
こ
と
だ
け
な
ん
だ
、
と
僕
は

思
う
。
最
初
に
機
械
で
芝
を
刈
り
、
く
ま
で
で
か
き
あ
つ
め
、

そ
れ
か
ら
芝

刈
ば
さ
み
で
き
ち
ん
と
揃
え
る
|
|
そ
れ
だ
け
な
ん
だ
。
僕
に
は
そ
れ
が
で

き
る
。
そ
う
す
る
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
芦
に
出
し
て
言
っ
て
み
た
。

返
事
は
な
か
っ
た
。

は
恋
人
で
あ
る
「
彼
女
」
よ
り
も
芝
刈
り
を
求
め
て
い
る
自
分
を
発
見

し
た
。
そ
れ
は
本
来
、
最
も
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
恋
人
よ
り
も
、
自
身
の
プ

「僕」

ラ
イ
ド
を
確
立
で
き
る

〈
自
己
表
現
〉
・
芝
刈
り
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
に

気
づ
い
た
と
云
守
え
る
。
「
僕
」
は
「
彼
女
」
と
い
う
人
間
と
の
繋
が
り
で
は
な
く
、

自
分
が
全
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
世
界
が
心
地
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
彼
女
」

は
、
「
僕
」
に
〈
自
分
が
求
め
る
も
の
は
何
か
〉
と
い
う
「
僕
」
が
抱

え
る
根
源
の
問
題
を
問
う
存
在
と
し
て
、

そ
し
て
ま
た
、
自
分
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い

「
他
者
」
(
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)

の
象
徴
と
し
て
の
存
在
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
の
芝
生
の
時
点
で
、
「
僕
」

は
漠
然
と
、
芝
刈
り
が
自
己
完
結
の
世
界
の

〈
自
己
表
現
〉

戸
同

υ
p
h
u
 

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、

そ
の

後
芝
刈
り
を
敢
え
で
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
「
僕
が
芝
生
を
刈
っ
て
い
た

こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
」
と
過
去
の
印
象
的
な
出
来
事
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
、

な
に
よ
り
も
こ
こ
で
最
後
の
芝
生
の
出
来
事
を
想
起
す
る
行
為
に
現
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
現
在
の
「
僕
」
は
、
「
そ
う
す
る
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
る
」
芝
刈
り
を
封

印
し
、
「
小
説
」
を
書
い
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
「
小
説
」
に
関
す
る
記
述
を
掲

げ
る
。

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

ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
し
た
形
に
整
え
よ
う
と
努
力
し
て
み
て
も
、
文
脈
は
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あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ
た
り
し
て
、
最
後
に
は
文
脈
で
す
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
だ
か
ま
る
で
ぐ
っ
た
り
し
た
子
猫
を
何
匹
か
積
み

か
さ
ね
た
み
た
い
だ
。
生
あ
た
た
か
く
て
、

し
か
も
不
安
定
だ
。
そ
ん
な
も

の
が
商
品
に
な
る
な
ん
て
|
|
商
品
だ
よ
|
|
す
ご
く
恥
か
し
い
こ
と
だ
と

僕
は
と
き
ど
き
思
う
。
本
当
に
顔
が
赤
ら
む
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
僕
が
顔
を

赤
ら
め
る
と
、
世
界
中
が
顔
を
赤
ら
め
る
。

し
か
し
人
間
存
在
を
比
較
的
純
粋
な
動
機
に
基
く
か
な
り
馬
鹿
げ
た
行
為

と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
何
が
正
し
く
て
何
が
正
し
く
な
い
か
な
ん
て
た
い
し

た
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
記
憶
が
生
ま
れ
、
小
説

が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
も
う
、
誰
に
も
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
機
械

の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
カ
タ
カ
タ
と
音
を
立
て
な
が
ら
世
界
中
を
歩
き

ま
わ
り
、
地
表
に
終
る
こ
と
の
な
い
一
本
の
線
を
引
い
て
い
く
。

う
ま
く
い
く
と
い
い
で
す
ね
、

と
彼
は
言
う
。

で
も
う
ま
く
い
く
わ
け
な

ん
て
な
い
の
だ
。
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
も
な
い
の
だ
。

で
も
だ
か
ら
っ
て

い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
い
い
っ

ど
い
う
わ
け
で
、
僕
は
ま
た
子
猫
を
集
め
て
積
み
か
さ
ね
て
い
く
。
子
猫

た
ち
は
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
て
、
と
て
も
や
わ
ら
か
い
。
目
が
さ
め
て
も
自

分
た
ち
が
キ
ャ
ン
プ
・
フ
ァ
イ
ア
の
ま
き
み
た
い
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
発
見
し
た
時
、
子
猫
た
ち
は
ど
ん
な
風
に
考
え
る
だ
ろ
う
?

あ
れ
、

な
ん
だ
か
変
だ
な
、
と
思
う
く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た

ら
ー
ー
そ
の
程
度
だ
と
し
た
ら
|
|
僕
は
少
し
は
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

現
在
時
点
の
「
僕
」

は
「
小
説
」
を
書
く
と
い
う
行
為
を
「
う
ま
く
い
く
わ
け

な
ん
て
な
い
の
だ
。
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
も
な
い
の
だ
」
と
認
識
し
て
い
る
。

芝
刈
り
の
よ
う
に
、
誇
り
を
持
ち
、

か
つ
他
者
か
ら
も
評
価
を
得
ら
れ
る
営
為
で

は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
僕
」

は
「
子
猫
を
集
め
て
積
み
か

さ
ね
て
い
く
」
作
業
を
続
け
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
子
猫
」

lま

「
言
葉
」
「
セ

ン
一
ア
ン
ス
」

の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、

そ
こ
に
血

子
猫
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
で
、

が
通
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
命
が
備
わ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
命
(
意

味
)
が
あ
る
子
猫
(
言
葉
・
セ
ン
テ
ン
ス
)
た
ち
は

一
つ
の
方
向
に
進
む
わ
け

で
は
な
く
、

不
安
定
に
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
己
完
結
の

世
界
の

〈
自
己
表
現
〉
と
い
う
形
で
は
な
い
方
法
で
、
自
分
が
本
当
に
求
め
る
も

の
を
探
し
続
け
て
い
る
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。

エ

ク

リ

チ

ユ

ル

こ
の
段
階
で
、
「
風
の
歌
を
聴
け
」
に
お
け
る
書
く
と
い
う
行
為
の
目
的
、
「
う

ま
く
い
け
ば
ず
っ
と
先
に
、
何
年
か
何
十
年
か
先
に
、
救
済
さ
れ
た
自
分
を
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
。
そ
し
て
そ
の
時
、
象
は
平
原
に
還
り

僕
は
よ
り
美
し
い
言
葉
で
世
界
を
語
り
始
め
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
、

P
O
 

F
h
u
 

理
想
的
で

か
つ
非
現
実
的
な
夢
幻
の
場
所
よ
り
も
現
実
的
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ

で
は
、
言
葉
に
は
血
が
通
い
、

不
安
定
な
が
ら
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
行
為
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
「
僕
」
が
芝
刈
り
の
よ
う
な
〈
自
己
完
結
〉

の
世
界
の
営
為
で
満
足
で
き
な
い
よ
う
に
「
変
っ
た
」
と
も
言
え
よ
う
。
確
か
に
、

現
在
地
点
の
「
僕
」
は
未
だ
他
者
と
距
離
を
取
り
、
非
現
実
志
向
の
面
も
多
々
見

ら
れ
る
。

し
か
し
、
芝
刈
り
を
封
印
し
、

不
器
用
な
が
ら
も
「
小
説
」
を
書
き
続

け
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
〈
自
己
完
結
〉

の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
た
自
分

か
ら
の
脱
出
へ
の
試
み
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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流
通
す
る
「
小
説
」

の
意
味

た
だ
、
中
村
氏
が
「
白
答
の
な
い
自
問
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
小

説
」
は
、
自
分
と
い
う
小
さ
く
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
手
記
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
小
説
」

の
性
質
を
考
え
て
み
た
い
。

「僕」

の
小
説
観
は
「
記
憶
と
い
う
の
は
小
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
は
小
説
に
似
て
い
る
」
と
表
さ

れ
て
い
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
き
た
過
去
の

は
、
〈
最
後
の
芝
生
)
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
中
に
、
彼
女
と
の
別
れ
と
い

「
記
憶
」

う
「
プ
ロ
ッ
ト
」
が
組
み
込
ま
れ
、
〈
現
実
世
界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉
に
否
応

な
し
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
「
僕
」
の

「
記
憶
」
は

こ
の
よ
う
な
「
解
釈
」

の
結
果
と
し
て
構
成
さ
れ
、

そ
れ
が
「
小
説
」
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
解
釈
」
さ
れ
た
構
造
を
持
つ
こ
と
が

「
小
説
」
や
「
記
憶
」

の
全

て
の
特
質
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
し
た
形
に
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整
え
よ
う
と
努
力
し
て
み
て
も
、
文
脈
は
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ
た

り
し
て
、
最
後
に
は
文
脈
で
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
言
葉

で
表
せ
な
い
も
ど
か
し
さ
が
強
く
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
認
識
の
上
で
、

は
「
人
間
存
在
を
比
較
的
純
粋
な
動
機
に
基
く
か
な
り
馬
鹿
げ
た
行
為
と

「僕」
し
て
捉
え
る
な
ら
、
何
が
正
し
く
て
何
が
正
し
く
な
い
か
な
ん
て
た
い
し
た
問
題

で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
記
憶
が
生
ま
れ
、
小
説
が
生
ま
れ
る
」

と
語
る
。
正
し
い
/
正
し
く
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
項
対
立
の
世
界
で
は
表
せ

な
い
も
の
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
う
も
の
か
ら
こ
そ
、
「
記
憶
」
や
「
小

説
」
は
生
ま
れ
て
く
る
。

「
小
説
」

の
特
質
に
つ
い
て
、
岡
真
理
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
出
来
事
〉
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
は
ら
み
も
っ
て
い
る
再
現
す
る
こ
と

の
不
可
能
性
、

そ
れ
を
い
か
に
し
て
か
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
は
そ
こ

に
、
言
葉
で
は
再
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
現
実
〉
が
あ
る
こ
と
を
、
一
言

い
か
え
れ
ば
〈
出
来
事
〉
そ
れ
自
体
の
在
処
を
、
指
し
示
す
の
で
は
な
い
か
。

言
葉
に
よ
っ
て
、
も
し
、
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
う
る
の
な
ら
、
小
説
な
る
も

の
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
致
命
的
な
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。

〈
出
来
事
〉
そ
の
も
の
に
は

し
か
し
、
「
小
説
」
は

〈
再
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
〉
が
つ
き
ま
と
っ現

円

i
F
h
d
 

て
い
る
。

「
言
葉
で
は
再
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

実
ご
を
描
き
う
る
力
が
あ
る
と
岡
氏
は
述
べ
る
。
「
小
説
」
に
は
書
か
れ
た
言
葉

レ

1
ゾ

ン

デ

l
ト
ウ
ル

以
上
の
何
か
が
表
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
小
説
」
の
存
在
理
由
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
(
出
来
事
〉
そ
れ
自
体
の
在
所
」
と
は
何
か
。
こ

こ
で
「
僕
」
が
「
小
説
」
を
書
く
行
為
を
「
そ
ん
な
も
の
が
商
品
に
な
る
な
ん
て

ー
ー
ー
商
品
だ
よ
|
|
・
す
ご
く
恥
か
し
い
こ
と
だ
と
僕
は
と
き
ど
き
思
う
。
本
当
に

顔
が
赤
ら
む
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
僕
が
顔
を
赤
ら
め
る
と
、
世
界
中
が
顔
を
赤
ら

め
る
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
「
僕
」

は
書
き
手
と
し
て
、
こ
の

「
小
説
」
が
商
品
と
し
て
流
通
す
る
(
他
者
の
目
に
触
れ
る
)
こ
と
に
自
覚
的
で

あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

作
家
論
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」

は

「
羊
を
め
ぐ
る
回
目

険
」
(
初
出

3
8
・
∞
『
群
像
』
)

の
後
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
村
上
は

「
羊
を
め
ぐ
る
官
険
」
以
降
に
職
業
作
家
に
な
っ
た
。
「
風
の
歌
を
聴
け
」
、
「
貧



村上春樹「午後の最後の芝生」論

乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
」
で
は
職
業
作
家
で
は
な
い
段
階
に
お
い
て
の
書
く
こ
と
へ

エ

ク

リ

チ

2

1

ル

〈
救
い
〉
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
書
く
と
い
う
行
為
が
、

。コ

文
字
通
り
自

分
の
生
業
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
安
息
の
行
為
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
か

し
か
し
、

筋
の
通
っ
た
一

つ
の
長
編
を
書
き
終
え
、

ら
で
あ
ろ
う
。

エ

ク

リ

チ

ュ

1

ル

書
く
と
い
う
行
為
に
職
業
と
し
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
、

安
易
な

〈
救
い
〉
に

ひ
た
れ
ず
、
商
品
と
し
て
「
小
説
」
が
流
通
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。し

か
し
こ
こ
で
の

lま

マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
他
者
意
識

「
流
通
」

に
つ
い
て
、
「
は
じ
め
に
」

で
触
れ
た
片
桐
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

「
(
物
語
の
)
意
味
は
、
人
々
の
あ
い
だ
の
調
整
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
、

関
係
の
中
で
生
ず
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
話
す
と
き
、
わ
た
し
の
言
葉
は

他
者
が
そ
れ
に
意
味
を
認
め
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
り
、
逆
に
、
わ
た
し
が

そ
れ
に
意
味
を
認
め
る
ま
で
、
他
者
が
付
与
す
る
意
味
は
働
か
な
い
」

(
F
O門
戸
・
∞
甲
)
社
会
的
構
築
主
義
は
、
心
理
学
的
本
質
主
義
の
前
提
と
す
る

二
分
法
を
否
定
す
る
。
同
時
に
、
想
起
と
い
う
営
み
が
、

テ
ク
ス
ト
を
書
く

こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
物
語
行
為
に
閉
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
を

前
に
し
た
相
互
行
為
に
お
い
て
初
め
て
考
え
ら
れ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、

テ
ク
ス
ト
的
本
質
主
義
と
も
区
別
さ
れ
る
。

記
憶
は
、

マ
イ
ン
ド
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
み
で
は
な

く
、
相
互
行
為
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
。

物
語
の
意
味
は
、
相
互
作
用
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ま
れ
る
。
〈
自
己
完
結
〉
の

世
界
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
可
能
性
と
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
意
味
が
生
ま

れ
る
「
小
説
」

の
形
式
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
語
り
が

〈
自
己
完
結
〉

の
世
界
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
小
説
」
と
な
り
、
流
通
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
他
者
と
の
繋
が
り
ゃ
意
味
が
生
ま
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
相
互
作
用
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

双
方
向
の
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
始

め
て
物
語
の
意
味
は
生
ま
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
確
実
に
意
味
が
生
ま
れ
て
い
る

と
言
う
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
小
説
」
と
い
う
形
態
を
取
り
、
「
小
説
」
を

書
い
て
い
る
と
意
識
的
に
テ
ク
ス
ト
世
界
に
述
べ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
他
者
と

の
繋
が
り
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
「
僕
が
顔
を
赤
ら
め
る
と
世
界

中
が
顔
を
赤
ら
め
る
」
と
い
っ
た

一
個
人
と
世
界
と
の
繋
が
り
が
こ
こ
で
は
暗

示
さ
れ
て
お
り
、
「
オ
ー
ケ
ー
、
僕
は
変
っ
た
。

五
年
と
い
う
の

そ
し
て
十
四
、

は
結
構
昔
の
話
だ
」
と
い
う
強
い
対
読
者
意
識
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
卜
に

そ
れ
自
体
の
在
所
」
を
、
〈
自
己
完
結
〉
の
世
界
で
も
が
き

nδ 
F
H
U
 

お
け
る
「
〈
出
来
事
〉

な
が
ら
も
他
者
へ
の
繋
が
り
を
希
求
す
る
「
僕
」

の
現
在
と
考
え
た
い
。

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」

は
、
「
臨
界
域
」
と
し
て
の
自
己
認
識
へ
の
過
程
が

一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
「
僕
」
は
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
〈
現
実
世

界
に
な
じ
め
な
い
自
分
〉
に
否
応
な
し
に
気
付
か
さ
れ
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
ィ
ー
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
臨
界
域
」

の
想
起
を

「
小
説
」
と
い
う
形
態
で
記
す
こ
と
に
今
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
岡
氏
が
述
べ
る

よ
う
に
、
「
言
葉
で
は
再
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

〈
現
実
〉
」
を
描
き
う
る
力
が

あ
る
の
が

「
小
説
」

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が

「
流
通
」
し
て
い
く
こ
と
で
他
者
と

の
繋
が
り
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
方
向
性
、
自
分

自
身
の
発
見
と
い
う
対
自
の
面
と
他
者
へ
の
繋
が
り
へ
の
希
求
と
い
う
対
他
の
面

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
面
性
が

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」

の
特
徴
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。



お
わ
り
に

最
後
に
、
村
上
文
学
の
中
の
位
置
づ
け
を
行
い
た
い
。
村
上
文
学
に
お
け
る
小

説
家
主
人
公
の
設
定
の
テ
ク
ス
ト
は
、
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
」
(
】
混
。
・
ロ
)
、

「
納
屋
を
焼
く
」
(
右
巴
・
-
)
、
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
』
(
苫
包
・

5
)
、

「
蜂
蜜
パ
イ
」

c
o
c
o
-
N
)
、
「
日
々
移
動
す
る
腎
臓
の
形
を
し
た
石
」

c
o
g
-
a
)

(
そ
の
他
に
つ
い
て
は
注

8
参
照
)
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
小
説
家
主
人
公
が
「
小
説
」
を
書

く
こ
と
を
メ
イ
ン
モ
チ
ー
フ
に
お
こ
な
っ
て
い
る
「
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
」
、
「
午

エ

ク

リ

チ

2

1

ル

後
の
最
後
の
芝
生
」
で
あ
る
。
前
者
は
書
く
と
い
う
行
為
と
〈
救
い
〉
が
キ
ー
ワ

ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
「
小
説
」
と
「
臨
界
域
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い

る
。
第
二
は
「
納
屋
を
焼
く
」
、
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ

l
ト
』
で
あ
り
、
双

方
と
も
小
説
家
の
設
定
で
は
あ
る
が
、
主
人
公
は
む
し
ろ
他
人
の
話
を
聞
き
、

れ
が
「
小
説
」
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
「
蜂
蜜
パ
イ
」
、
「
日
々
移
動
す
る
腎
臓

の
形
を
し
た
石
」

で
あ
り
、
時
期
的
に
も
大
き
く
離
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
淳
平

村上春樹「午後の最後の芝生」論

と
村 L、
上う
は三
処人
女称
作主
か人
ら公
ーの
貫連
し作
てで
書エあ
くクる
とリ O 

L、チ

つユ
行 l

為ル

だ
わ
り

ア
ク
ス
ト
σコ

中
で
様
々
な
形
で
文
章
観
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
中
で
小
説
家
と
い
う
主
人
公
に

託
さ
れ
た
も
の
は
、
初
期
の
「
小
説
」
の
中
で
「
小
説
」
を
書
く
と
い
う
形
か
ら
、

他
者
の
話
を
聞
く
も
の
へ
変
化
し
、
三
人
称
主
人
公
と
し
て
あ
る
種
客
観
的
な
距

離
を
持
っ
た
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
は
、
初
期

エ

ク

リ

チ

ュ

l

ル

の
書
く
と
い
う
行
為
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
小
説
家
主
人
公
の
設
定
と
、
そ
の
後

様
々
に
発
展
し
て
い
く
「
臨
界
域
」

の
想
起
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
形
の
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
は
、
小
説
家
と
し
て
歩
み
始
め
た
作
家
の
、
「
小
説
」

を
書
く
こ
と
の
意
味
を
真
剣
に
描
こ
う
と
も
が
く
姿
が
あ
り
、
あ
る
種
手
の
内
を

見
せ
て
い
る
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
形
が
関
わ
っ
て
も
、
小
説
家
主
人
公

の
設
定
に
は
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
の
意
味
の
追
究
が
あ
る
。
「
午
後
の
最
後
の

芝
生
」
に
は
、
村
上
の
作
家
と
し
て
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

注
(
1
)

「
横
浜
歴
史
と
い
う
履
歴
の
書
法
|
〈
記
念
す
る
こ
と
〉
の
歴
史
意
識
」
(
『
記
憶

の
か
た
ち
|
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
』

5
3
・u
、
柏
書
房
)

(
2
)

「
『
午
後
の
最
後
の
芝
生
』

l

〈
た
だ
単
に
〉
〈
ー
す
る
の
が
好
き
〉
な
だ
け
?
の

『
僕
』
」
(
『
村
上
春
樹
分
身
と
の
戯
れ
』

M
o
o
-
-
h
翰
林
書
房
一
)

(
3
}

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
(
『
村
上
春
樹
作
品
研
究
事
典
』

M
O
D
-
-
眠
、
鼎
書
房
)

(
4
)

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」

(Moo--
ロ
『
〉
巴
広

Zoo-山
村
上
春
樹
が
わ
か
る
』
)

(
5
)
『
過
去
と
記
憶
の
社
会
学
』

(
M
O
B
-
M
、
世
界
思
想
社
)

(
6
)
そ
の
他
、
死
の
気
配
に
関
し
て
は
数
名
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
小
川
洋
子
氏
は

「
全
編
を
覆
っ
て
い
る
の
は
、
死
の
気
配
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
「
『
中
国
行
き
の
ス

ロ
ウ
・
ボ
l
ト
』
を
開
き
た
く
な
る
時
」

(MOOD-
凶
『
ユ
リ
イ
カ
』
臨
時
増
刊
)
伊

川
龍
郎
氏
は
こ
の
場
面
を
「
娘
の
霊
を
降
ろ
し
た
」
と
捉
え
て
い
る
。
(
『
休
日
の
村

上
春
樹
コ
ア
に
さ
わ
る
』

M
O
O
D
-
u
、
ボ
ー
ダ
ー
イ
ン
ク
)

(
7
)
『
記
憶
/
物
語
』

(
N
o
g
-
M
、
岩
波
書
底
)

(
8
)

「1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ
l
ル
」
、
「
羊
を
め
ぐ
る
目
目
険
」
、
「
土
の
中
の
彼
女
の
小

さ
な
犬
」
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
書
く
主
人
公

と
な
っ
て
い
る
。
超
短
編
で
は
「
彼
女
の
町
と
、
彼
女
の
緬
羊
」
、
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
、

「
ワ
ム
!
」
、
「
月
刊
『
あ
し
か
文
芸
』
」
、
「
ビ
ー
ル
」
、
「
夜
の
く
も
ざ
る
」
が
、
小
説

家
と
い
う
設
定
だ
が
、
殆
ど
シ
ュ
!
ル
な
笑
い
と
し
て
の
設
定
で
あ
る
。

(
9
)
拙
稿
「
村
上
春
樹
『
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
話
』
に
お
け
る
改
稿
の
様
相
|
書
く
と

チ

2

1

ル

い
う
行
為
と
〈
救
い
〉
|
」

(
M
O
S
-
-
N
『
近
代
文
学
試
論
』
)

*
引
用
は
『
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
1
ト
』
(
包
包
-
u
、
中
央
公
論
社
)
に
よ
る
。
文

字
図
い
は
私
に
付
し
た
。

Q
U
 

F
O
 

(
や
ま
ね

ゆ
み
え
、
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師




