
は
じ
め
に

村
上
春
樹
は
、
日
本
文
学
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
文
学
か
ら
の
影
響
を
多
く
指
摘

さ
れ
て
き
た
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
テ
ク
ス
ト
に
は
漱
石
を
意
識
し

た
も
の
が
あ
り
、「
海
辺
の
カ
フ
カ
」（
二
〇
〇
四
・
九
）
に
お
け
る
「
坑
夫
」

の
影
響
は
特
に
顕
著
と
い
え
る
。
村
上
の
漱
石
に
関
す
る
言
説
と
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

（
１
）

。

僕
は
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
『
虞
美
人
草
』
と
か
『
坑
夫
』
の
ほ
う
が
好
き

な
ん
で
す
。
そ
れ
で
『
こ
こ
ろ
』
と
か
『
明
暗
』『
行
人
』、
そ
う
い
う
後

期
の
も
の
は
近
代
的
自
我
と
い
う
の
が
強
く
あ
っ
て
、
そ
の
自
我
と
自
分

の
外
な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
か
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
彼
は
す

ご
く
綿
密
に
書
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
描
き
方
は
見
事
だ
と
思
う
ん

だ
け
れ
ど
、
ど
う
も
心
に
あ
ん
ま
り
迫
っ
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。（
中
略
）

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
『
虞
美
人
草
』
な
ん
か
の
ほ
う
が
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ

な
分
、
な
ん
だ
か
迫
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

（
引
用
者
注
　
漱
石
は
）
明
治
社
会
と
い
う
西
洋
化
さ
れ
る
社
会
の
中
で

真
剣
に
小
説
を
書
い
て
い
こ
う
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
十
年
間
で
あ
そ
こ

ま
で
深
く
つ
っ
こ
ん
で
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
で
も
僕
の
気
持
ち
か

ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
や
は
り
日
本
の
小
説
の
物
語
の
一
つ
の
傾
向
を
固
め

て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。（
後
略
）

つ
ま
り
自
我
と
外
な
る
世
界
と
の
葛
藤
と
い
う
方
向
か
ら
見
る
物
語
の

系
譜
が
、
今
あ
る
種
の
解
消
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
は
じ
め
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
印
象
を
僕
は
も
つ
ん
で
す
。

こ
の
発
言
は
、
一
九
九
四
年
の
も
の
で
、
前
期
漱
石
文
学
を
評
価
し
つ
つ

も
、
後
期
に
お
け
る
「
自
我
と
自
分
の
外
な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
」
の
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様
が
日
本
の
小
説
の
傾
向
を
固
め
た
と
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
見
解
か
ら
八
年
後
の
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
で
は
、「
坑
夫
」
の
モ
チ
ー
フ
、

少
年
の
家
出
と
い
う
枠
組
み
が
テ
ク
ス
ト
の
柱
と
な
り
、
更
に
主
人
公
カ
フ
カ

少
年
は
、「
全
作
品
を
読
破
し
よ
う
と
思
う
く
ら
い
漱
石
を
気
に
入
っ
て
い
る
」

（
第
13
章
）
と
設
定
さ
れ
た
。
村
上
に
は
、
漱
石
を
否
定
的
に
強
く
意
識
し
て

い
た
時
期
と
、
好
意
的
に
テ
ク
ス
ト
に
入
れ
る
と
い
う
二
つ
の
時
期
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
漱
石
意
識
の
一
つ
の
形
と
考
え
ら
れ
る
「
螢
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。「
螢
」
に
は
、
漱
石
文
学
の
中
心
軸
と
な
っ
て
い
る
三
角
関

係
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

既
に
渥
美
秀
夫
氏
が
、「
螢
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
の
比
較
分
析
を
さ
れ
て
い

る
。
氏
は
「『
螢
』
の
作
品
論
に
ま
で
は
至
ら
な
い
」
と
こ
と
わ
り
つ
つ
、
散

歩
す
る
場
面
の
一
致
・
友
人
の
死
・
水
の
場
面
の
重
要
性
と
い
っ
た
類
似
点
と

と
も
に
、「
僕
」
と
「
先
生
」
と
の
倫
理
観
の
違
い
（「
公
平
」
さ
の
内
実
）
を

論
じ
て
い
る

（
２
）

。
こ
れ
を
受
け
、
平
野
芳
信
氏
は
、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
漱

石
「
こ
こ
ろ
」
と
の
物
語
（
構
造
）
の
類
似
を
指
摘
し
た

（
３
）

。

私
も
「
螢
」
は
漱
石
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
・
構
造
の
類
似
だ
け
で
は
な

く
、「
自
我
と
自
分
の
外
な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
」
を
綿
密
に
書
く
こ

と
に
批
判
的
で
あ
る
意
識
を
重
視
し
た
い
。

そ
の
こ
と
は
ま
た
、「
た
し
か
に
大
抵
の
タ
イ
プ
の
物
語
は
既
に
書
か
れ
て

し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
そ
れ

ら
の
物
語
を
洗
い
な
お
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
な
ん
で
す
よ

（
４
）

」
と
い
う
発
言
と

呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
村
上
の
発
言
は
、
Ｊ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
の

「
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
も
さ
ま
ざ
ま
な
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
形
成
さ
れ
、

テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
、
も
う
ひ
と
つ
別
な
テ
ク
ス
ト
の
吸
収
と
変
形
に
ほ
か
な

ら
な
い

（
５
）

」
と
い
う

in
tertex

tu
alite

を
理
解
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
「
変

形
」
を
「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
肯
定
的
に
考
え
、
小
説
を
無
限
の

可
能
性
を
持
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。「
螢
」
は
「
新

し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
変
形
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ

し
て
漱
石
文
学
を
反
転
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一

「
螢
」
に
見
る
三
角
関
係
の
構
図

―
「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
重
層
構
造
―

「
螢
」（
一
九
八
三
・
一
）
は
、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」（
一
九
八
七
・
九
）
の

原
型
と
な
っ
て
い
る
短
編
で
あ
り
、
筋
の
殆
ど
が
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
第

二
章
・
第
三
章
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
独
立
し
た
扱

い
よ
り
も
、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
補
足
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た

（
６
）

。
物
語
は
主
人
公
「
僕
」
の
回
想
と
な
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
、
東
京
の

大
学
に
入
学
し
て
生
活
す
る
う
ち
に
、
自
殺
し
た
友
人
の
恋
人
・
彼
女
と
偶
然

に
再
会
す
る
。
そ
の
後
一
年
間
彼
女
と
月
に
一
二
度
散
歩
を
重
ね
、
彼
女
の
二

十
歳
の
誕
生
日
の
時
に
関
係
を
結
ぶ
。
し
か
し
、
彼
女
は
精
神
を
病
み
、
別
れ

を
告
げ
ら
れ
る
。
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「
螢
」
の
重
要
要
素
で
あ
る
友
人
の
自
殺
と
彼
女
の
精
神
の
病
に
つ
い
て
、

天
野
広
也
氏
は
「
当
の
『
彼
女
』（
直
子
）
の
病
が
具
体
的
に
一
体
何
で
あ
る

の
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
重
要
要
素
で
あ
る
病
が
匿
名
化

さ
れ
て
い
る
点
に
村
上
文
学
の
特
殊
性
を
見
る
事
が
で
き
る
」、「『
彼
女
』
の

病
を
特
定
し
説
明
す
る
事
は
前
述
し
た
よ
う
に
不
可
能
か
つ
、
無
意
味

（
７
）

」
と
論

じ
、
永
原
孝
道
氏
も
「『
螢
』
は
狂
気
に
開
か
れ
て
い
る
。
友
人
の
唐
突
な
死
、

そ
の
友
人
の
恋
人
で
あ
る
彼
女
の
異
常

（
８
）

」
と
理
解
不
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
果
た
し
て
そ
う
か
。「
無
意
味
」「
異
常
」
と
切
り
捨
て
ら
れ
た
物
語
の

中
に
は
、〈
三
角
関
係
〉
の
構
図
が
朧
気
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
が
見
て

取
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、「
螢
」
の
朧
化
さ
れ
た
三
角
関
係
の
構
図
は
、
漱

石
文
学
に
代
表
さ
れ
る
三
角
関
係
の
物
語
を
「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
を
使
っ

て
」、「
そ
れ
ら
の
物
語
を
洗
い
な
お
し
て
い
く
」
試
行
、
換
言
す
れ
ば
、
三
角

関
係
に
お
け
る
「
自
我
と
自
分
の
外
な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
」
を
綿
密

に
書
く
形
で
は
な
い
、
現
代
の
三
角
関
係
と
し
て
の
試
行
と
読
み
と
れ
る
。

１

「
僕
」
と
友
人

「
僕
」
と
友
人
は
高
校
の
友
達
で
、
友
人
は
幼
な
じ
み
の
彼
女
と
付
き
合
っ

て
い
た
。
三
者
の
関
係
は
奇
妙
で
、
い
つ
も
三
人
で
遊
ん
で
い
る
。「
僕
」
は

二
人
の
関
係
を
「
多
く
の
幼
な
な
じ
み
の
カ
ッ
プ
ル
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

彼
ら
に
は
二
人
き
り
で
い
た
い
と
い
う
願
望
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
っ
た
」
と

考
え
て
い
た
。
こ
の
関
係
は
視
点
を
変
え
て
み
る
と
、「
僕
」
と
い
う
他
者
が

入
る
こ
と
で
友
人
と
彼
女
と
は
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、「
僕
」
と
彼
女
と
は
二
人
き
り
に
な
る
と
「
上
手
く
話
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」。
そ
し
て
、
友
人
は
「
瞬
間
的
に
状
況
を
見
き
わ
め
、

そ
れ
に
対
応
す
る
能
力
が
あ
っ
た
」
と
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
友
人

は
遺
書
も
残
さ
ず
自
殺
し
た
。

友
人
の
自
殺
後
、「
僕
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
深
刻
に
考
え
す
ぎ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
生
き
て
き
た
。「
死
は
生
の
対
極
存
在
で
は
な
い
。

死
は
既
に
僕
の
中
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
僕
に
は
そ
れ
を
忘
れ
去
る
こ
と
な
ん

て
で
き
な
い
の
だ
。
何
故
な
ら
あ
の
十
七
歳
の
五
月
の
夜
に
僕
の
友
人
を
捉
え

た
死
は
、
そ
の
夜
僕
を
も
ま
た
捉
え
て
い
た
の
だ
」
と
考
え
た
り
も
す
る
。「
深

刻
に
考
え
す
ぎ
な
い
」
よ
う
に
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
ほ
ど
に
苦
し
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
僕
」
の
苦
悩
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
、
親
友
が
理

由
も
な
く
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ

で
、「
僕
」
と
彼
女
と
の
間
に
恋
愛
感
情
が
生
ま
れ
、
そ
の
状
況
を
「
瞬
間
的

に
状
況
を
見
き
わ
め
、
そ
れ
に
対
応
す
る
能
力
が
あ
っ
た
」
友
人
が
気
付
い

た
、
そ
う
い
う
関
係
の
発
生
を
こ
こ
に
置
い
て
み
る
。
す
る
と
、「
僕
」
の
苦

悩
は
、「
僕
」
と
彼
女
と
の
関
係
が
友
人
の
死
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
こ
と
で
生
ず
る
罪
悪
感
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
耐

え
自
ら
が
生
き
る
た
め
の
論
理
を
構
築
し
よ
う
と
煩
悶
し
て
い
る
姿
と
も
捉
え
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ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
罪
の
意
識
を
消
す
た
め
に
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
深

刻
に
考
え
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
」
必
要
が
あ
り
、「
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
し
た
」。
そ
う
し
な
け
れ
ば
罪
の
意
識
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
自
ら
が
生

き
て
い
け
な
い
。
こ
の
こ
と
が
「
死
は
既
に
僕
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
と

も
呼
応
し
て
く
る
。

い
さ
さ
か
唐
突
な
状
況
設
定
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
状
況
は
次
項
の
「
僕
」

と
彼
女
の
二
者
の
関
係
を
み
る
と
蓋
然
性
が
高
く
な
っ
て
い
く
。

２

「
僕
」
と
彼
女

友
人
の
自
殺
後
、「
僕
」
と
彼
女
と
は
互
い
の
関
係
に
過
剰
な
反
応
を
示
す
。

東
京
で
一
年
ぶ
り
に
偶
然
に
再
会
し
、
二
人
は
四
ツ
谷
駅
か
ら
駒
込
ま
で
お
よ

そ
十
キ
ロ
も
歩
い
た
後
、
彼
女
は
「
僕
」
と
会
う
た
め
に
「
ま
た
会
え
る
か
し

ら
？

も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
こ
と
言
え
る
筋
合
じ
ゃ
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
る
ん

だ
け
ど
」
と
語
る
。
対
し
て
「
僕
」
は
「
筋
合
な
ん
て
ほ
ど
の
も
の
は
何
も
な

い
よ
」
と
過
敏
に
反
応
し
、
彼
女
も
「
筋
合
、
、

な
ん
て
言
う
つ
も
り
な
か
っ
た

の
。
も
っ
と
違
う
風
に
言
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
」
と
答
え
る
。
こ
こ
で
二
人
と

も
二
人
の
関
係
の
「
筋
合
」
と
い
う
こ
と
に
奇
妙
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

二
人
は
月
に
一
二
度
日
曜
日
に
会
い
、
散
歩
を
続
け
る
。
二
人
の
関
係
は
歩

き
続
け
る
と
い
う
行
為
以
上
に
発
展
す
る
こ
と
は
な
い
。
二
人
の
間
に
は
友
人

と
い
う
壁
が
、
彼
が
死
者
と
な
っ
た
こ
と
で
更
に
堅
固
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
は
会
う
こ
と
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
こ
の
不
思
議
な
関
係
は
一
年
も
続
く
こ
と
に
な
る
。
も
し
ど
ち
ら
か
が
嫌

で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
続
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
互
い
に

離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
以
上
の
関
係
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
微
妙
な
空

気
を
持
ち
な
が
ら
一
年
を
過
ご
し
た
。

そ
の
均
衡
が
破
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
彼
女
の
二
十
歳
の
誕
生
日
で
あ

る
。
彼
女
の
様
子
は
い
つ
も
と
変
わ
っ
て
お
り
、
四
時
間
も
「
長
い
う
え
に
異

常
な
く
ら
い
克
明
な
話
」
を
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け
、
そ
れ
が
と
ぎ
れ
た
時
彼
女
は

張
り
つ
め
て
い
た
糸
が
切
れ
た
よ
う
に
激
し
く
泣
く
。
こ
の
よ
う
な
感
情
の
発

露
は
友
人
の
自
殺
以
後
初
め
て
の
も
の
だ
っ
た
。
泣
き
や
ま
な
い
彼
女
に
対
し

て
、
そ
の
夜
、
僕
は
彼
女
と
寝
、
彼
女
は
そ
の
時
が
初
め
て
だ
っ
た
。

「
螢
」
の
場
合
、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
あ
る
、
肉
体
関
係
を
持
ち
た
い
と

思
い
な
が
ら
も
、
体
が
反
応
し
な
か
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
、
自
殺
し
た
友
人
と
彼
女
と
の
関
係
の
不
自
然
さ
が
浮
上
し
、
恋
人

で
あ
っ
た
は
ず
の
二
人
の
精
神
的
な
繋
が
り
の
不
安
定
さ
が
見
え
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
の
時
「
僕
は
ど
う
し
て
彼
と
寝
な
か
っ
た
の
か
訊
ね
て
み
た
。

で
も
そ
ん
な
こ
と
は
訊
ね
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
決
定
的
な
過

ち
を
犯
し
て
し
ま
う
。
彼
女
は
何
も
答
え
な
い
。
こ
の
後
、
彼
女
は
大
学
を
辞

め
、
帰
郷
し
、
京
都
の
療
養
所
へ
入
る
こ
と
に
な
る
。

一
度
近
づ
き
か
け
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、「
僕
」
の
決
定
的
な
過
ち
の
結
果

に
よ
っ
て
別
れ
た
。
こ
の
後
、〈
関
係
〉
に
対
す
る
二
人
の
過
敏
な
反
応
は
彼

女
が
東
京
か
ら
去
っ
た
後
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
の
中
に
よ
り
強
く
現
れ
る
。
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僕
は
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
正
直
に
書
い
た
。
僕
に
は

い
ろ
ん
な
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
わ
か
ろ
う
と
は
努
め
て
い
る
け

れ
ど
、
そ
れ
に
は
時
間
が
か
か
る
。
そ
し
て
時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
あ

と
で
い
っ
た
い
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、
僕
に
は
見
当
も
つ
か
な
い
。

で
も
僕
は
な
る
べ
く
深
刻
に
も
の
ご
と
を
考
え
ま
い
と
し
て
い
る
。
深
刻

に
考
え
る
に
は
世
界
は
あ
ま
り
に
も
不
確
実
だ
し
、
た
ぶ
ん
そ
の
結
果
と

し
て
ま
わ
り
の
人
間
に
何
か
を
押
し
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

僕
は
他
人
に
何
か
を
押
し
つ
け
た
り
は
し
た
く
な
い
。
君
に
は
と
て
も
会

い
た
い
。
で
も
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
ど

う
か
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
―
―
そ
ん
な
内
容
の
手
紙
だ
っ
た
。

手
紙
に
は
「
深
刻
に
も
の
ご
と
を
考
え
ま
い
」
と
す
る
姿
勢
と
、
逆
に
彼
女

と
会
う
こ
と
が
「
正
し
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
」
悩
む
姿
が
あ
る
。
彼
女
に
対

す
る
愛
情
の
発
露
と
言
う
よ
り
も
、「
深
刻
に
も
の
ご
と
を
考
え
ま
い
と
す
る
」

姿
勢
と
関
係
の
「
正
し
さ
」
に
つ
い
て
の
こ
だ
わ
り
の
方
が
目
立
っ
て
い
る
。

こ
の
「
僕
」
の
手
紙
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
彼
女
の
手
紙
に
も
〈
関
係
〉
に

対
す
る
苦
悩
の
様
子
が
窺
え
る
。

た
だ
私
の
言
い
た
い
の
は
、
私
の
こ
と
で
あ
な
た
に
自
分
自
身
を
責
め
た

り
他
の
誰
か
を
責
め
た
り
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ

れ
は
本
当
に
私
が
き
ち
ん
と
全
部
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
こ

の
一
年
あ
ま
り
私
は
そ
れ
を
の
ば
し
の
ば
し
に
し
て
き
て
、
そ
の
せ
い
で

あ
な
た
に
も
ず
い
ぶ
ん
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

し
て
た
ぶ
ん
、
こ
れ
が
限
界
で
す
。

京
都
の
山
の
中
に
良
い
療
養
所
が
あ
る
そ
う
な
の
で
、
と
り
あ
え
ず
そ

こ
に
落
ち
つ
く
こ
と
に
し
ま
す
。
病
院
で
は
な
く
、
ず
っ
と
自
由
な
施
設

で
す
。
細
か
い
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
書
き
ま
す
。
今
は
う
ま
く

書
け
な
い
の
で
す
。
こ
の
手
紙
も
も
う
十
回
く
ら
い
書
き
な
お
し
て
い
ま

す
。
あ
な
た
が
一
年
間
私
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は

と
て
も
、
口
で
は
言
い
現
せ
な
い
く
ら
い
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

だ
け
は
信
じ
て
下
さ
い
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
私
に
は
何
も
言
え
ま
せ

ん
。
あ
な
た
に
頂
い
た
レ
コ
ー
ド
は
ず
っ
と
大
事
に
聴
い
て
い
ま
す
。

い
つ
か
も
う
一
度
、
こ
の
不
確
実
な
世
界
の
ど
こ
か
で
あ
な
た
に
会
う

こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
の
時
に
は
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
き
ち

ん
と
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。さ

よ
な
ら
。

彼
女
は
自
分
の
こ
と
で
「
他
の
誰
か
を
責
め
た
り
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
記

し
て
い
る
。
こ
こ
で
唐
突
に
「
他
の
誰
か
」
の
話
が
出
て
き
て
い
る
。「
僕
」

と
彼
女
双
方
と
も
互
い
の
〈
関
係
〉
を
「
正
し
い
」「
筋
合
」
の
も
の
と
は
考

え
ず
、
そ
の
〈
関
係
〉
に
過
敏
に
な
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
友
人
が
自
殺
し
て

か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
深
刻
に
考
え
す
ぎ
な
い
よ
う
に
」
し
、
彼
女
は
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知
り
合
い
が
誰
も
い
な
い
生
活
を
始
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
す
と
、
書
か

れ
て
い
な
い
友
人
の
自
殺
に
、
二
人
の
生
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と

推
測
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

関
係
を
持
っ
た
こ
と
で
彼
女
の
苦
悩
は
限
界
に
達
し
、
精
神
的
に
追
い
つ
め

ら
れ
、
京
都
の
療
養
所
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
で

は
、
そ
の
主
た
る
原
因
と
な
っ
た
寝
た
事
実
と
そ
の
後
の
「
僕
」
の
発
言
に
つ

い
て
「
僕
」
を
責
め
る
こ
と
は
な
い
。
責
め
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
反
対
に

「
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
私
に
は
何
も
言
え
ま
せ
ん
」
と
具
体
的
な
言
葉
は
な
い

が
、「
あ
な
た
が
一
年
間
私
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
と

て
も
、
口
で
は
言
い
現
せ
な
い
く
ら
い
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
だ
け
は

信
じ
て
下
さ
い
」、「
あ
な
た
に
頂
い
た
レ
コ
ー
ド
は
ず
っ
と
大
事
に
聴
い
て
い

ま
す
」
と
記
し
、「
僕
」
に
対
す
る
感
謝
と
愛
情
と
を
吐
露
し
て
い
る
。
更
に
、

「
い
つ
か
も
う
一
度
、
こ
の
不
確
実
な
世
界
の
ど
こ
か
で
あ
な
た
に
会
う
こ
と

が
で
き
た
と
し
た
ら
」
と
「
僕
」
と
再
び
会
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
（
不
可
能

で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
）。

こ
の
よ
う
に
、「
僕
」
と
彼
女
と
の
間
に
何
ら
か
の
恋
愛
感
情
が
生
ま
れ
、

そ
の
こ
と
に
友
人
が
気
づ
い
た
と
考
え
る
な
ら
、「
僕
」
と
彼
女
の
苦
悩
の
内

実
は
明
ら
か
に
な
る
。
友
人
の
突
然
の
自
殺
、
彼
女
の
精
神
の
病
、「
僕
」
の

醒
め
た
認
識
は
三
者
の
立
場
と
関
係
を
表
し
て
い
る
。

３

〈
螢
〉
の
象
徴

そ
の
後
、
物
語
は
「
僕
」
が
寮
の
同
居
人
に
〈
螢
〉
を
も
ら
い
、
寮
の
屋
上

で
そ
の
〈
螢
〉
を
放
つ
こ
と
で
閉
じ
ら
れ
る
。
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
こ
の

〈
螢
〉
の
意
味
に
つ
い
て
先
行
論
文
で
は
、
彼
女
の
象
徴

（
９
）

、「
青
春
」
の
象
徴

（
10
）

、

「
本
質
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
し
な
い
ま
ま
で
の
、『
僕
』
と
『
彼

女
』
と
の
死
者
の
記
憶
を
共
有
し
た
関
係
性
や
『
彼
女
』
自
身
の
精
神
の
病
に

端
を
発
す
る
別
離
」
か
ら
く
る
は
か
な
さ

（
11
）

な
ど
、
幾
つ
か
の
意
見
に
分
か
れ
て

い
る
。「
螢
」
の
結
末
部
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

螢
が
と
び
た
っ
た
の
は
ず
っ
と
あ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
螢
は
何
か
を
思

い
つ
い
た
よ
う
に
ふ
と
羽
を
拡
げ
、
そ
の
次
の
瞬
間
に
は
手
す
り
を
越
え

て
淡
い
闇
の
中
に
浮
か
ん
で
い
た
。
そ
し
て
ま
る
で
失
わ
れ
た
時
間
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
給
水
塔
の
わ
き
で
素
早
く
弧
を
描
い
た
。

そ
し
て
そ
の
光
の
線
が
風
に
に
じ
む
の
を
見
届
け
る
べ
く
少
し
の
あ
い
だ

そ
こ
に
留
ま
っ
て
か
ら
、
や
が
て
東
に
向
け
て
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
。

螢
が
消
え
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
そ
の
光
の
軌
跡
は
僕
の
中
に
長
く

留
ま
っ
て
い
た
。
目
を
閉
じ
た
厚
い
闇
の
中
を
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
光

は
、
ま
る
で
行
き
場
を
失
っ
た
魂
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
さ
ま
よ
い
つ

づ
け
て
い
た
。

僕
は
何
度
も
そ
ん
な
闇
の
中
に
そ
っ
と
手
を
伸
ば
し
て
み
た
。
指
は
何

に
も
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
光
は
、
い
つ
も
僕
の
指
の
ほ
ん
の
少

― 6―



し
先
に
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、〈
螢
〉
は
「
僕
」
か
ら
離
れ
て
い
く
、
も
し
く
は
消
え
て
い
く

存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
は
〈
螢
〉
は
消
え
た

が
、
そ
の
「
光
の
軌
跡
」
は
残
り
、
そ
の
「
光
の
軌
跡
」
を
追
お
う
と
し
た

「
僕
」
が
た
っ
た
一
人
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、〈
螢
〉
に
象
徴
さ

れ
る
闇
へ
向
か
う
者
（
友
人
・
彼
女
）
の
世
界
か
ら
「
僕
」
が
疎
外
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
の
視
点
か
ら
見
た
、
去
る

も
の
、
消
え
る
も
の
と
し
て
〈
螢
〉
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、〈
螢
〉
の
光

を
求
め
な
が
ら
届
か
な
い
「
僕
」
に
主
眼
を
置
く
立
場
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
こ
の
結
末
部
は
「
僕
」
の
罪
意
識
と
も
関
係
し
て
く
る
。

テ
ク
ス
ト
「
螢
」
に
は
「
僕
」
の
二
つ
の
過
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は

親
友
の
友
人
を
遺
書
も
残
さ
ず
に
自
殺
さ
せ
る
と
い
う
状
況
へ
と
追
い
や
っ
た

こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
「
僕
」
を
求
め
た
彼
女
を
受
け

入
れ
ず
絶
望
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
過
ち
を
犯

し
た
「
僕
」
を
末
尾
に
お
い
て
〈
螢
〉
の
光
に
届
か
な
い
「
僕
」
の
姿
と
し
て

描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
螢
」
の
結
末
は
、
自
ら
の
犯
し
た
罪
と
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
た
っ
た
一
人
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
僕
」
を
、〈
螢
〉

の
光
に
届
か
な
い
姿
に
よ
っ
て
暗
示
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
は
《
「
僕
」
と
彼
女
と
に
恋
愛
感
情
が
生
ま
れ
た
》
と
い
う
状

況
証
拠
を
置
い
た
解
釈
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
な
い
状
況
を
推
察
す
る
と
、
そ

こ
に
三
角
関
係
と
罪
意
識
が
浮
上
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
「
螢
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

状
況
を
推
察
す
る
前
の
「
螢
」
は
、
先
行
論
文
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
友

人
の
唐
突
な
死
や
彼
女
の
精
神
病
の
理
由
が
説
明
さ
れ
ず
、〈
関
係
〉
を
築
く

こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
す
れ
ち
が
い
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
回

試
み
た
よ
う
に
状
況
を
組
み
立
て
て
い
く
と
、
苦
悩
の
様
相
が
次
第
に
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
三
角
関
係
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

テ
ク
ス
ト
「
螢
」
に
関
し
て
言
え
ば
、「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う

村
上
の
実
験
は
三
角
関
係
が
隠
さ
れ
て
い
る
重
層
構
造
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
従
来
通
り
〈
関
係
〉
の
希
薄
さ
の
物
語
と
し
て
も
読
め
る
が
、
こ
れ
ま
で

の
近
代
文
学
、
特
に
漱
石
文
学
に
お
い
て
多
様
に
描
か
れ
て
き
た
三
角
関
係
の

モ
チ
ー
フ
を
基
盤
に
し
つ
つ
、
そ
の
状
況
を
推
察
す
る
こ
と
で
自
我
の
苦
悩
の

様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
も
く
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。「
自
我
と
自
分
の
外

な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
」
を
綿
密
に
書
か
な
い
、
し
か
し
、
恋
愛
の
罪

意
識
の
苦
悩
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
、
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
重
層
構
造
は
「
螢
」
だ
け
で
は
な
く
、
同
短
編
集
所
収
の
「
納

屋
を
焼
く
」（
一
九
八
三
・
一
）
に
も
見
ら
れ
る
。
前
提
を
置
か
ず
に
読
ん
だ

場
合
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
人
間
（
田
中
実

（
12
）

）
を
描
い
た
村
上
の

典
型
的
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、「
納
屋
を
焼
く
」
＝
女
を
殺
す
と
考
え

る
と
連
続
殺
人
の
話
に
劇
的
に
変
化
す
る
（
平
野
芳
信
・
加
藤
典
洋

（
13
）

）。
こ
の

時
期
、
様
々
に
重
層
構
造
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
試
行
が
な
さ
れ
て
い
た
。
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二
　
村
上
春
樹
の
物
語
観
・
文
学
観

「
三
四
郎
」
以
降
、
漱
石
文
学
の
モ
チ
ー
フ
は
殆
ど
三
角
関
係
が
軸
に
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
村
上
も
三
角
関
係
の
物
語
を
断
続
的
に
数
多
く
描
い
て
い

る
。「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」（
一
九
八
〇
・
三
）、「
螢
」
と
同
じ
く

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
組
み
込
ま
れ
た
短
編
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」

（
一
九
八
三
・
一
二
）、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」、「
国
境
の
南
・
太
陽
の
西
」（
一

九
九
二
・
一
〇
）、「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女

（
14
）

」（
一
九
九
五
・
一
一
）、「
ス

プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
」（
一
九
九
九
・
四
）、「
蜂
蜜
パ
イ
」（
二
〇
〇
〇
・
二
）

な
ど
、
様
々
な
形
で
三
角
関
係
は
描
か
れ
て
い
る
。
三
角
関
係
は
村
上
文
学
に

お
い
て
も
重
要
な
柱
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
三
角
関
係
に
拘
る
村
上
の
漱
石
意
識
を
、
対
談
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

お
け
る
物
語
観
・
文
学
観
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
で
捉
え
て
み
た
い
。
つ
ま

り
、
一
九
九
四
年
の
発
言
（
否
定
的
な
漱
石
認
識
）
に
つ
ら
な
る
も
の
を
確
認

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
テ
ク
ス
ト
群
の
特
徴
を
捉
え
、
漱
石
へ
の
意
識
と

「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
の
内
実
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

村
上
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
、「
言
葉
」
へ
の
不
審
を
抱
え
て
い
た
。

あ
の
と
き
は
、
い
ろ
ん
な
人
が
ア
ジ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
小
説
家
な

ん
か
も
、
ず
い
ぶ
ん
ア
ジ
っ
た
し
さ
。
そ
の
と
き
は
、
聞
い
て
て
、
す
ご

く
心
地
よ
い
わ
け
ね
。
で
も
、
終
わ
っ
て
み
る
と
、
な
ん
に
も
残
っ
て
い

な
い
。
七
〇
年
ご
ろ
だ
よ
ね
。
ぼ
く
は
、
言
葉
っ
て
の
が
ま
っ
た
く
意
味

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
気
が
す
ご
く
し
た
わ
け
。
ぼ
く
も
、
二
十

歳
の
こ
ろ
は
、
や
っ
ぱ
り
書
き
た
か
っ
た
わ
け
よ
。
シ
ナ
リ
オ
だ
け
ど

ね
。
だ
か
ら
、
よ
け
い
言
葉
な
ん
て
、
な
ん
に
も
意
味
な
い
と
思
っ
ち
ゃ

う
ん
だ
ね
。
そ
れ
で
十
年
間
、
な
ん
に
も
書
け
な
か
っ
た
わ
け

（
15
）

。

村
上
　
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
だ
。
や
は
り
68
〜
69
年
の
経
験
っ
て
い
う

の
が
、
け
っ
こ
う
大
き
い
ん
だ
よ
ね
。（
中
略
）

村
上
　
ボ
ク
は
、
あ
の
と
き
コ
ト
バ
に
だ
ま
さ
れ
た
っ
て
い
う
意
識
が
も

の
す
ご
く
あ
る
。
み
ん
な
、
他
人
の
こ
と
を
、
ど
う
こ
う
い
っ
て
た
ん
じ

ゃ
な
い
。
で
、
何
が
残
っ
た
か
っ
て
い
う
と
、
何
も
残
ら
な
か
っ
た

（
16
）

。

全
共
闘
運
動
鎮
圧
後
、
村
上
は
〈
政
治
の
季
節
〉
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
言

葉
」「
コ
ト
バ
」
が
全
く
意
味
を
持
た
ず
、「
だ
ま
さ
れ
た
」
と
感
じ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
後
、
し
ば
ら
く
文
筆
活
動
は
行
わ
な
か
っ
た
。

九
年
後
、
処
女
作
「
風
の
歌
を
聴
け
」
を
発
表
す
る
。
こ
こ
で
は
、
冒
頭
の

「
完
璧
な
文
章
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
完
璧
な
絶
望
が
存
在
し

な
い
よ
う
に
ね
」
に
顕
著
な
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
頃
感
じ
た
言
葉
へ
の
不
審

を
反
映
し
た
「
僕
」
の
文
章
観
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

上
で
「
今
、
僕
は
語
ろ
う
と
思
う
」
と
い
う
決
意
か
ら
物
語
は
始
ま
り
、
断
片

的
な
文
章
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
配
置
さ
れ
、「
鼠
」
に
自
分
自
身
を
、「
小
指
の
な
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い
女
の
子
」
に
三
番
目
に
寝
た
女
の
子
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い

る
（
17
）

。
言
葉
へ
の
絶
望
か
ら
出
発
し
た
人
間
が
そ
れ
で
も
言
葉
に
よ
る
表
現
を
試

み
、
苦
悩
の
出
来
事
を
過
去
に
据
え
、〈
影
〉
と
い
う
自
己
の
内
的
世
界
に
変

容
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
担
わ
な
い
記
号
を
戦
略
的
に

並
べ
、
分
断
さ
せ
つ
つ
最
終
的
に
意
味
を
再
構
成
す
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。

こ
の
試
み
と
呼
応
し
、「
風
の
歌
を
聴
け
」
の
直
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
小
説
の
解
体
と
寓
話
性
へ
の
指
向
を
見
せ
て
い
る

（
18
）

。

寓
話
性
と
い
う
の
は
、
日
本
の
文
学
風
土
に
は
少
い
し
ね
。
そ
う
い
う
の

出
て
く
る
の
、
時
間
か
か
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
け
っ
き
ょ
く
い
ま
あ

る
も
の
を
全
部
バ
ラ
し
ち
ゃ
っ
て
再
構
築
し
て
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
寓
話

の
世
界
ま
で
も
っ
て
い
く
っ
て
い
う
の
は
十
何
年
、
何
十
年
か
か
る
と
思

い
ま
す
け
ど
ね
。

戦
後
の
日
本
の
小
説
に
は
そ
う
い
う
の
（
引
用
者
注
　
寓
話
）
が
少
な
す

ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
こ
の
前
、
泉
鏡
花
の
『
高
野
聖
』
っ
て
い
う
の

を
読
ん
だ
け
ど
、
あ
れ
な
ん
か
面
白
い
で
す
ね
。
そ
れ
と
、
や
は
り
最
近

読
ん
だ
ん
で
す
け
ど
、
宮
沢
賢
治
の
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
っ
て
の
、
と

て
も
楽
し
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
現
在
あ
る
物
語
を
解
体
す
る
と
い
う
方
向
に
力
点
が
あ
る
。
そ

の
上
で
、「
い
ま
あ
る
も
の
を
全
部
バ
ラ
し
ち
ゃ
っ
て
再
構
築
し
」、「
ひ
と
つ

の
寓
話
の
世
界
」
を
創
り
あ
げ
た
い
と
い
う
志
向
が
窺
え
る
。
現
在
あ
る
も
の

と
は
違
っ
た
、
新
し
い
文
学
を
描
こ
う
と
い
う
自
覚
的
な
意
識
が
窺
え
、
後
の

長
編
群
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
二
作
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
に
は
、
最
初
の
「
朧
化
さ
れ
た
三

角
関
係
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
異
常
な
ま
で
に
周
囲
と
孤
立

し
、
友
人
が
不
在
で
あ
る
「
僕
」
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。「
僕
」
と
「
鼠
」

は
ど
ち
ら
も
同
じ
ピ
ン
ボ
ー
ル
台
に
夢
中
に
な
り
、
双
方
と
も
女
性
を
愛
す
る

こ
と
の
恐
怖
が
描
か
れ
て
い
た
。
更
に
「
僕
」
と
「
鼠
」
の
章
は
双
方
と
も
三

年
前
を
焦
点
化
す
る
構
造
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、「
僕
」
が
友
人
の
「
鼠
」
か
ら
「
直
子
」
を
奪
い
去
り
、
そ

れ
が
原
因
で
「
直
子
」
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
故
、「
僕
」
は
頑

な
に
友
人
を
拒
み
、
周
囲
か
ら
も
拒
ま
れ
る
。「
家
に
帰
っ
て
服
を
脱
ぐ
た
び

に
、
体
中
の
骨
が
皮
膚
を
突
き
破
っ
て
飛
び
出
し
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
も

の
だ
」
と
感
じ
、
罪
の
意
識
か
ら
「
も
う
何
も
欲
し
が
る
ま
い
」
と
決
意
す

る
。
結
果
と
し
て
、
二
人
は
愛
す
る
女
性
を
死
な
せ
て
し
ま
い
、
女
性
を
愛
す

る
こ
と
へ
の
恐
怖
を
持
つ
。
こ
う
い
っ
た
三
角
関
係
の
構
図
が
読
み
解
け
る

（
19
）

。

た
だ
、「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
で
は
、
三
角
関
係
以
外
の
要
素
が

多
く
入
り
込
み
、
物
語
と
し
て
の
出
来
は
い
ま
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
螢
」
は
、

三
角
関
係
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
徹
し
、
重
層
構
造
を
持
っ
た
物
語
と
し
て
提
示

さ
れ
た
一
つ
の
試
み
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
後
、
村
上
龍
「
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
ズ
」、
中
上
健
次
「
枯

木
灘
」
と
い
う
同
時
代
作
家
の
長
編
に
触
れ
、
長
編
へ
の
指
向
を
強
め

（
20
）

、
寓
話

性
の
強
い
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
を
執
筆
す
る
。
更
に
こ
の
方
向
は
強
ま
り
、

「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
は
よ
り
寓
話
性
が

強
く
な
っ
て
い
る
。「
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、「
世
界
の
終

り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
直
後
の
発
言
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
漱
石
と
い
う
具
体
的
な
言
葉
は
出
て
は
い
な
い
が
、「
自
我
と
自

分
の
外
な
る
世
界
と
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
」
の
様
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
で
は

な
い
や
り
方
で
描
こ
う
と
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

「
は
じ
め
に
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
村
上
は
漱
石
を
、
近
代
的
自
我
の
葛

藤
を
綿
密
に
追
求
し
、
そ
の
後
の
日
本
近
代
文
学
を
確
立
し
た
作
家
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
も
「
個
人
的
に
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
本
が

昔
か
ら
わ
り
に
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。『
雨
月
物
語
』
は
、
漱
石
以
降
の
い
わ

ゆ
る
近
代
的
自
我
み
た
い
な
も
の
が
中
心
に
座
っ
た
日
本
の
文
学
以
前
の
物
語

で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
物
語
性
、『
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
』
と
い
う
感
じ
に
近
い
文
学

の
成
り
立
ち
方
み
た
い
な
も
の
に
、
す
ご
く
惹
か
れ
る
ん
で
す

（
21
）

」
と
い
う
よ
う

に
、
漱
石
こ
そ
が
日
本
近
代
文
学
を
確
立
し
、
後
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
も

た
ら
し
た
と
認
識
し
て
い
る
。
文
学
史
的
に
は
、
漱
石
は
自
然
主
義
や
そ
の
後

展
開
し
た
私
小
説
の
立
場
と
は
異
な
る
。
村
上
の
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
自

我
の
深
層
を
抉
り
出
し
、
そ
の
葛
藤
を
リ
ア
ル
に
描
く
文
学
の
よ
う
で
あ
る
。

「
螢
」
は
、
三
角
関
係
の
物
語
を
村
上
の
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
方
法

で
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
苦
悩
の
原
因
は
明
示
さ
れ

ず
、
人
間
同
士
の
す
れ
ち
が
い
の
空
虚
さ
が
色
濃
く
漂
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現

代
文
学
の
特
徴
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
空
虚
な
物
語
に
、
こ
れ
ま
で
の
文

学
、
特
に
漱
石
文
学
に
お
い
て
多
く
描
か
れ
て
き
た
三
角
関
係
と
い
う
モ
チ
ー

フ
を
前
提
に
置
く
と
、
裏
側
か
ら
自
我
の
苦
悩
の
内
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
表
面
は
空
虚
で
あ
り
な
が
ら
、
前
提
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
で
深
い
罪
意
識
に

よ
る
自
我
の
苦
悩
が
想
像
さ
れ
る
と
い
う
重
層
構
造
を
持
っ
た
物
語
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
拘
っ
て
い
る
漱
石
文
学
に
対
す
る
一
種

の
方
法
的
な
実
験
が
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に
―
〈
日
本
回
帰
〉
す
る
村
上
―

し
か
し
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
の
テ
ク
ス
ト
に
は
漱
石
を

好
意
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
好
意
的
な
漱
石
受
容
の
背
景
に

は
、
村
上
の
〈
日
本
回
帰
〉
の
姿
勢
が
あ
る
。
村
上
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

と
阪
神
淡
路
大
震
災
と
い
う
二
つ
の
大
事
件
に
関
わ
り
、
自
ら
が
避
け
て
き
た

日
本
と
正
面
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

詰
ま
る
と
こ
ろ
私
は
、
自
分
の
中
の
感
情
的
な
算
盤
を
一
度
す
っ
か
り
ち、

ゃ
ら
、
、

に
し
て
、
し
か
る
の
ち
に
日
本
と
い
う
「
場
の
あ
り
か
た
」
に
つ
い

て
よ
り
深
く
知
り
た
か
っ
た
し
、
日
本
人
と
い
う
「
意
識
の
あ
り
か
た
」

に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
私
た
ち
は
い
っ
た
い
何
も
の
で
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あ
り
、
こ
れ
か
ら
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

で
も
そ
の
た
め
に
具
体
的
に

、
、
、
、

何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
れ
が
見
え
て

こ
な
い
。（
中
略
）
阪
神
大
震
災
と
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
と
い
う
、
ま
さ

に
世
界
を
震
撼
さ
せ
る
深
刻
な
ふ
た
つ
の
巨
大
な
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
日
本

を
襲
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
。

世
界
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
起
こ
っ
た
「
日
本

発
」
の
圧
倒
的
な
二
つ
の
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
」
は
、
村
上
を
「
日
本
人
作
家
」

と
し
て
の
具
体
的
な
責
務
に
向
か
わ
せ
る
。
こ
の
〈
日
本
回
帰
〉
を
志
し
た
村

上
が
描
い
た
テ
ク
ス
ト
が
、「
夢
十
夜
」
と
の
関
連
が
類
推
で
き
る
短
編
連
作

『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
や
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
な
ど
で
あ
る
。

特
に
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
は
、「
坑
夫
」
の
モ
チ
ー
フ
、
少
年
の
家
出
と
い

う
枠
組
み
が
テ
ク
ス
ト
の
柱
と
な
り
、
か
な
り
長
く
「
坑
夫
」
の
解
説
が
語
ら

れ
る
。
た
だ
、
好
意
的
に
漱
石
文
学
を
テ
ク
ス
ト
に
組
み
込
ん
で
は
い
る
が
、

あ
く
ま
で
後
期
漱
石
で
は
な
く
、
前
期
漱
石
の
作
品
を
評
価
し
て
い
る
姿
は
変

わ
ら
な
い
。

小
森
陽
一
氏
は
「『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
い
う
小
説
は
、
先
行
す
る
文
学
テ

ク
ス
ト
と
し
て
明
示
し
て
い
る
夏
目
漱
石
の
『
坑
夫
』
と
い
う
小
説
に
お
け
る

最
も
重
要
な
主
題
を
抹
殺
し
て
い
る

（
23
）

」
と
批
判
し
て
い
る
が
、「
新
し
い
認
識

シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
書
き
替
え
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
題
は
別
の

形
で
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
、「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
に
お
け
る

認
識
シ
ス
テ
ム
の
内
実
（
漱
石
文
学
の
反
転
）
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

注
１
「
現
代
の
物
語
と
は
何
か
」（『
新
潮
』
一
九
九
四
・
七
）

注
２
　
渥
見
秀
夫
「
村
上
春
樹
『
螢
』
と
漱
石
『
こ
こ
ろ
』」（『
愛
媛
国
文
研
究
』
一
九
九

二
・
一
二
）

注
３
　
平
野
芳
信
『
村
上
春
樹
と
《
最
初
の
夫
の
死
ぬ
物
語
》
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇

一
・
四
）

注
４
「『
物
語
』
の
た
め
の
冒
険
」（『
文
學
界
』
一
九
八
五
・
八
）

注
５
『
記
号
の
解
体
学
　
セ
メ
イ
オ
チ
ケ
』（
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
三
・
一
〇
）

注
６

「
螢
」
と
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
天
野
広
也
氏
は
「『
螢
』
は

一
九
八
三
年
一
月
、
雑
誌
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
七
月
、
短
編
集
『
螢
・

納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
四
年
後
に
発
表
さ
れ
る
村

上
の
代
表
作
『
ノ
ル
ウ
ェ
ーマ
マ

の
森
』
は
こ
れ
を
下
敷
き
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、『
螢
』

は
そ
の
第
二
章
、
第
三
章
に
該
当
す
る
。
一
人
称
の
文
体
に
変
わ
り
は
な
い
が
、『
螢
』

で
は
、
人
物
が
「
僕
」、「
彼
女
」、
自
殺
し
た
「
彼
」
と
代
名
詞
で
し
か
描
か
れ
な
か

っ
た
の
が
長
編
で
は
各
々
「
ワ
タ
ナ
ベ
　
ト
オ
ル
」、「
直
子
」、「
キ
ズ
キ
」
と
固
有

名
詞
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
『
螢
』
は
そ
の
ま
ま
『
ノ
ル
ウ
ェ
ーマ
マ

の
森
』
に

収
ま
っ
て
い
る
が
、「
永
沢
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
先
輩
の
挿
話
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。（「
村
上
春
樹
『
螢
』
論
」『
成
蹊
国
文
学
』
一
九
九
八
・
三
）

永
原
孝
道
氏
は
「
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
『
螢
』
が
あ
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
へ

と
発
展
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
は
や
、
こ
の
作
品
を
ひ
と
つ
の
短
編
と

し
て
読
む
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
こ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
み
た

と
き
、
そ
こ
に
は
よ
り
強
く
迫
っ
て
く
る
孤
立
感
や
喪
失
感
が
存
在
す
る
よ
う
な
気

が
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（「
も
し
彼
の
言
葉
が
ミ
ス
テ
リ
ー
サ
ー
ク
ル
で
あ
っ
た

な
ら
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
〇
〇
・
三
臨
時
増
刊
）

注
７
　
注
６
　
天
野
広
也
氏
の
論
に
同
じ
。

― 11―



注
８
　
注
６
　
永
原
孝
道
氏
の
論
に
同
じ
。

注
９
　
加
藤
弘
一
「
異
象
の
森
を
歩
く
」（『
群
像
』
一
九
八
九
・
一
一
）、
吉
田
春
生
「
非

『
恋
愛
小
説
』
と
し
て
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』」（『
村
上
春
樹
、
転
換
す
る
』
彩
流

社
、
一
九
九
七
・
一
一
）
な
ど
。

注
10

松
本
健
一
「
言
葉
の
定
型
に
潜
む
『
国
家
』
―
三
島
由
紀
夫
か
ら
村
上
春
樹
・
島

田
雅
彦
ま
で
」（『
死
語
の
戯
れ
』
一
九
八
五
・
五
）

注
11

注
６
　
天
野
広
也
氏
の
論
に
同
じ
。

注
12

「
消
え
て
い
く
〈
現
実
〉
―
『
納
屋
を
焼
く
』
そ
の
後
『
パ
ン
屋
再
襲
撃
』
―
」（『
国

文
学
論
考
』
一
九
九
〇
・
三
）

注
13

平
野
芳
信
「
構
造
と
語
り
―
村
上
春
樹
『
納
屋
を
焼
く
』
を
め
ぐ
る
試
論
―
」（『
日

本
文
芸
の
系
譜
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
・
一
〇
）、
加
藤
典
洋
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠

く
離
れ
て
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
・
一
）

注
14

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
を
村
上
が
改
稿
し
、
シ
ョ
ー
ト
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
別
作

品
と
し
て
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
を
創
作
し
た
。
こ
の
よ
う
な
改
稿
は
、
レ

イ
モ
ン
ド
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
が
よ
く
行
う
手
法
で
、
村
上
も
そ
れ
を
意
識
し
て
改
稿
し

て
い
る
。

注
15

村
上
春
樹
と
村
上
龍
の
対
談
『
ウ
ォ
ー
ク
・
ド
ン
ト
・
ラ
ン
』（
講
談
社
、
一
九
八

一
・
七
）
＊
一
九
八
〇
・
七
・
二
九
に
行
わ
れ
た
も
の
。

注
16

糸
井
重
里
と
の
対
談
『
話
せ
ば
わ
か
る
か
』（
角
川
文
庫
、
一
九
八
四
・
一
一
）

＊
一
九
八
二
・
二
・
二
二
に
行
わ
れ
た
も
の
。

注
17

拙
稿
「
村
上
春
樹
『
風
の
歌
を
聴
け
』
論
―
物
語
の
構
成
と
〈
影
〉
の
存
在
―
」

（『
国
文
学
攷
』
一
九
九
九
・
六
）→

『
村
上
春
樹
〈
物
語
〉
の
認
識
シ
ス
テ
ム
』（
若

草
書
房
、
二
〇
〇
七
・
六
）
所
収

注
18

「
私
の
文
学
を
語
る
」（『
カ
イ
エ
』
一
九
七
九
・
八
）

注
19

拙
稿
「
村
上
春
樹
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
論
―
朧
化
さ
れ
た
三
角
関
係

―
」（『
近
代
文
学
試
論
』
二
〇
〇
〇
・
一
二
）→

『
村
上
春
樹
〈
物
語
〉
の
認
識
シ
ス

テ
ム
』（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
七
・
六
）
所
収

注
20

『
ウ
ォ
ー
ク
・
ド
ン
ト
・
ラ
ン
』（
講
談
社
・
一
九
八
一
・
七
＊
一
九
八
〇
・
一
一
・
一
九

に
行
わ
れ
た
も
の
）
に
お
い
て
、
村
上
龍
へ
の
意
識
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、

「
枯
木
灘
」
に
も
触
れ
る
。

ぼ
く
は
こ
の
間
『
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
ズ
』
を
読
ん
だ
ん
で
す
。（
中

略
）
読
み
終
え
た
あ
と
で
二
、
三
日
、
う
ー
ん
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
な
、
っ
て
感
じ

で
ぼ
ん
や
り
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
し
ば
ら
く
時
間
が
経
っ
て
か
ら
、
あ
る
種
の
シ
ョ

ッ
ク
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
空
気
の
壁
の
よ
う
な
何
か
に
ぶ
つ
か
っ
た
み
た
い
。

さ
っ
き
僕
は
『
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
ズ
』
を
読
ん
で
あ
る
種
の
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
っ
て
言
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
ま
ず
パ
ワ
ー
に
対
す
る
シ
ョ
ッ
ク
だ
と
思

う
ん
で
す
。
少
な
く
と
も
僕
に
は
そ
う
い
っ
た
パ
ワ
ー
は
な
い
か
ら
ね
。

注
21

「
村
上
春
樹
ロ
ン
グ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
語
る
」（『
文
學
界
』

二
〇
〇
三
・
四
）

注
22

『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
あ
と
が
き
（
講
談
社
、
一
九
九
七
・
三
）

注
23

『
村
上
春
樹
論
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
精
読
す
る
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
六
・
五
）

＊
テ
キ
ス
ト
は
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』（
新
潮
社
、
一
九
八
三
・
七
）
に

よ
る
。

―
や
ま
ね
・
ゆ
み
え
、
広
島
国
際
大
学
・
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
―
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