
１
　
研
究
の
目
的

　
村
上
春
樹
の
「
青
が
消
え
る
（L

osing
B
lue

 
       
   
）」
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
ル
・
モ
ン

ド
」
が
初
出
で
あ
り
、
日
本
で
は
『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
９
０
～
２
０
０
０

①
　
短
篇
集
Ⅰ
』（
２
０
０
２
（
平
成
　
））　
月
、
講
談
社
）
に
初
め
て
所
収

１４

１１

さ
れ
た
こ
と
で
世
間
の
人
々
の
眼
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経

緯
を
経
て
、
平
成
　
（
２
０
０
８
）
年
度
用
教
科
書
の
明
治
書
院
『
新
精
選
国

２０

語
総
合
』
の
新
教
材
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　「
青
が
消
え
る
」
が
教
科
書
の
新
教
材
と
し
て
収
録
さ
れ
て
か
ら
指 

外

に
、
学
習
者
と
の
対
話
的
交
流
に
よ
る
読
み
の
実
践
報
告
を
中
心
と
し
た
松
本

誠
司
の 

授
業
の
モ
デ
ル
提
案
を
具
体
的
に
案
出
し
た
佐
藤
洋
一
・
岡

 

論
考
、「
僕
」
の
語
り
に
重
点
を
置
い
た
読
み
を
提
示
し
た
山
下
航
正
の

 

ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
見
地
か
ら
考
察
を
し
て
い
る
須
貝

 

先
行
研
究
が
あ
る
。「
青
が
消
え
る
」
の
先
行
研
究
に
於
い
て
、
授
業
の

実
践
報
告
や
モ
デ
ル
案
に
関
す
る
言
及
ま
た
は
考
察
が
中
心
で
あ
る
の
は
、
学

習
者
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
作
品
で
あ
る
一
方
で
、
作
品
中
の
〈
青
〉
と
い
う

導
書
以

　
１

論
考
、

　
２

田
智
の

　
３

論
考
や

　
４

千
里
の

　
５

メ
タ
フ
ァ
ー
が
多
義
的
な
意
味
を
誘
引
す
る
た
め
に
「
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
」
の

「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ 

に
陥
り
や
す
い
作
品
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
「
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
」
の
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
に
陥

り
や
す
い
「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
を
例
に
し
て
、
新
た
な
読
み
を
提
示

し
て
い
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
の
作
品
の
教
材
性
の
価
値
に
つ
い
て
検
討

す
る
。２

　
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
「
青
が
消
え
る
」
と
『
ね

じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
位
置
づ
け

　『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
９
０
～
２
０
０
０
①
　
短
篇
集
Ⅰ
』
の
「
解
題
」
の

中
に
「
青
が
消
え
る
」
は
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
大
晦
日
を
舞
台
に
し
た
短
編
小
説

を
書
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
依
頼
を
受
け
て
書
か
れ
た
作
品
で
、「
八
年
後
の
世

界
の
話
な
の
で
、
多
少
近
未
来
っ
ぽ
い
感
じ
の
も
の
に
な
っ
た
」
と
い
う
作
品

の
生
成
事
情
が
記
さ
れ
て 

こ
の
「
解
題
」
の
中
で
特
に
注
意
し
た
い
の

が
「
さ
っ
と
書
き
上
げ
」
た
「
そ
の
後
す
ぐ
長
編
小
説
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
の
執
筆
に
と
り
か
か 

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
青

ズ
ム
」

　
６

い
る
。

　
７っ

た
」

　
８

─　　─１

　

自
己
を
問
う
〈
読
み
〉
を
働
き
掛
け
る
虚
構

─
─
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」
の
教
材
性
の
検
討
─
─

中
　
野
　
登
志
美



が
消
え
る
」
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
こ
と
が
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
青
が
消
え
る
」
は
１
９
９
２
年

に
発
表
さ
れ
た
こ
と
以
外
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
』
の
第
一
部
が
１
９
９
２
（
平
成
４
）
年
　
月
か
ら
『
新
潮
』
に
連

１０

載
を
開
始
し
て 

と
を
踏
ま
え
る
と
、
連
載
が
開
始
さ
れ
る
数
カ
月
前
に

「
青
が
消
え
る
」
は
執
筆
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
村
上
は
「
青
が
消
え
る
」
の
直
後
に
執
筆
し
た
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

に
つ
い
て

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
関
わ
り
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
最
近
よ
く
考
え
る

ん
で
す
。
た
と
え
ば
小
説
を
書
く
と
き
で
も
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う

こ
と
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
大
事
に
な
っ
て
き
た
。
以
前
は
デ

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
（
関
わ
り
の
な
さ
）
と
い
う
こ
と
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
大

事
な
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
が
。（
中
略
＝
中
野
）『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク

ル
』
は
ぼ
く
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
転
換
点
だ
っ
た
の
で
す
。（
中
略
＝
中

野
）
こ
れ
ま
で
の
ぼ
く
の
小
説
は
、
何
か
を
求
め
る
け
れ
ど
も
、
最
後
に

求
め
る
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
一
種
の
聖
杯
伝
説
と
い
う
形
を
と

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

で
は
「
取
り
戻
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
す
ご
く
大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
い

く
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
ぼ
く
自
身
に
と
っ
て
変
化
だ
と
思
う
ん 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
傍
線
・
中
野
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
村
上
春
樹
と
河
合
隼
雄
と
の
対
談
が
収
め
ら
れ
た

『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
の
中
に
あ
る
村
上
の
言
葉
で
あ
る
。

い
る
こ

　
９

で
す
。

　
　１０

引
用
し
た
部
分
か
ら
村
上
春
樹
は
自
身
の
諸
作
品
に
お
い
て
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
』
を
転
機
に
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
か
ら
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
移
行
し
た

こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
直
前

に
執
筆
さ
れ
た
「
青
が
消
え
る
」
が
最
後
の
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
分
岐
点
に
な

り
、
以
後
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
村
上
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
「
人
と
人
と
の
関
わ
り
合
い
」
で

あ
る
が
、「「
井
戸
」
を
掘
っ
て
掘
っ
て
掘
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
で
ま
っ
た
く
つ

な
が
る
は
ず
の
な
い
壁
を
越
え
て
つ
な 

よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
と
喩
え

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
他
者
と
の
関
わ
り
合
い
と
い
う

意
味
だ
け
で
は
な
く
、「
井
戸
」
は
〈id   
〉
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
内

面
に
対
し
て
深
く
凝
視
し
対
峙
す
る
と
い
う
精
神
分
析
学
の
意
味
も
含
ま
れ
て

い
る
。
他
者
（
外
界
）
の
み
な
ら
ず
自
己
の
内
面
に
深
く
凝
視
し
対
峙
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
予
期
し
な
か
っ
た
関
係
性
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
取
り
戻

す
」
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　
確
か
に
風
丸
良
彦
は
「『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
「
僕
」
は
綿
谷
ノ
ボ

ル
と
い
う
「
権
力
」
の
象
徴
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
」
こ
と
を
「
こ
れ
ま
で
の

村
上
作
品
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
に
異
質
」
だ
と
し
て 

村
上
春
樹
の
諸
作

品
を
「
不
在
」「
喪
失
」「
欠
落
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
類
別
し
た
山
根
由
美
恵

に
よ
る
と
、「
青
が
消
え
る
」
と
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
両
作
品
は
共

に
「
欠
落
」
と
い
う
範
疇
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
け
れ
ど
も
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
』
は
「「
ね
じ
ま
き
鳥
」
で
あ
る
「
僕
」
が
「
欠
落
」
を
持
つ
人
物
た

ち
を
つ
な
げ
て
い
」
く
点
が
こ
れ
ま
で
の
「
物
語
と
は
異
な
」
る
と
い
う
指
摘

が 

風
丸
の
「「
僕
」
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
と
い
う
「
権
力
」
の
象
徴
と
向
か
い

合
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
、
山
根
の
「「
僕
」
が
「
欠
落
」
を
持
つ
人
物
た

が
る
」

　
　１１

い
る
。

　
　１２

あ
る
。

　
　１３

─　　─２



ち
を
つ
な
げ
て
い
」
く
と
い
う
指
摘
も
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
と
い
う

作
品
は
「
僕
」
が
「
権
力
」
や
他
者
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
く
こ
と
で

ク
ミ
コ
を
取
り
戻
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
。
両
者
の
指
摘
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
を
「
あ
え
て
世
界
の

「
い
ま
・
こ
こ
」
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
こ
の
世
界
か
ら
消
え
た
ク
ミ
コ
を
再
び

「
こ
の
世
界
に
引
き
戻
」
し
、
そ
の
努
力
を
通
じ
て
自
分
を
も
救
っ
て
い
こ
う
と

す
る
」「
自
己
と
他
者
の
間
の
謎
は
謎
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
そ
の
間
に
橋
を
懸

け
よ
う
と
す
る
作
業
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始 

作
品
で
あ
る
と
す
る
沼

野
充
義
の
指
摘
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
沼
野
の
指
摘
を
付
け
加
え
る
と
、

「
自
己
と
他
者
の
間
」
と
の
外
界
の
関
係
性
に
「
橋
を
懸
け
よ
う
と
す
る
作
業
」

に
は
自
分
自
身
や
ク
ミ
コ
を
「
救
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
「
僕
」
の
「
努
力
」

が
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
「
努
力
」
に
向
か
う
ま
で
の
行
動
に
「
僕
」
が
自
己

へ
の
凝
視
や
対
峙
を
経
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
で
は
、
村
上
春
樹
作
品
の
系
譜
に
お
い
て
最
後
の
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
位
置

す
る
「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
は
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
作
品

世
界
内
に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、「
青
が
消
え
る
」
以
後
の
作
品
か
ら
現

出
し
始
め
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
脈
絡
し
て
い
な
い
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

「
僕
」
の
語
り
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

３
　「
僕
」
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル

　「
僕
」
の
語
り
の
末
尾
部
分
に
「
や
が
て
町
中
の
時
計
が
十
二
時
を
打
っ
た
」

「
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
が
や
っ
て
き
た
の
だ
」
と
あ
る
の
で
、「
僕
」
は
ミ
レ
ニ

め
た
」

　
　１４

ア
ム
に
入
っ
た
時
点
に
い
る
は
ず
な
の
に
、「
１
９
９
９
年
の
大
晦
日
の
夜
」
に

「
僕
」
が
「
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
て
い
る
と
き
に
、
青
が
消
え
た
」
こ
と
か
ら
語
り

始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
僕
」
の
語
り
は
一
人
称
回
想
形
式
が
採
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
語
り
出
す
原
因
と
な
っ
た
〈
青
〉
に
つ
い
て
「
僕
は
青
と
い

う
色
が
昔
か
ら
好
き
だ
っ
た
し
、
み
ん
な
も
僕
に
は
青
が
よ
く
似
合
う
と
言
っ

た
」
と
、〈
青
〉
は
単
に
「
僕
」
の
好
き
な
色
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自

他
共
に
「
僕
」
を
表
象
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
〈
青
〉
が
「
だ
ん
だ
ん
か
す
ん
で
薄
く
な
っ
て

い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
た
」
様
子
を
「
僕
」
は
目
の
当

た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
捜
し
回
っ
て
も
「
僕
」
が
〈
青
〉
を
見
つ

け
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
「
僕
」
は
「
何
人
か
の
友
人
」
に
電
話
を

か
け
て
み
る
。
し
か
し
、「
誰
も
つ
か
ま
ら
」
ず
に
「
最
後
に
仕
方
な
く
」「
別

れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
に
電
話
を
か
け
て
み
た
も
の
の
、
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド

に
電
話
を
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
に
電
話
を
切
ら
れ
て
か
ら
「
僕
」
が
外
に

出
た
時
は
「
１
９
９
９
年
の
大
晦
日
の
夜
」
の
「
十
一
時
半
を
指
し
て
」
い
た
。

「
僕
」
の
語
り
の
中
で
次
に
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
十
一
時
四
十
五
分
」

で
あ
る
。

時
計
は
十
一
時
四
十
五
分
を
指
し
て
い
た
。
時
計
の
針
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
僕
の
不
安
は
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
風
に
青
と
い
う
色

を
失
っ
た
ま
ま
─
─
そ
し
て
僕
以
外
の
誰
ひ
と
り
そ
れ
に
つ
い
て
と
く
に

心
配
も
し
て
い
な
い
（
僕
に
は
そ
う
思
え
た
）
ま
ま
─
─
新
し
い
ミ
レ
ニ

ア
ム
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
な
ん
だ
か
す
ご
く
よ
く
な
い
こ
と
が
起
こ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
の
だ
。

─　　─３



と
時
間
が
経
過
し
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
が
近
付
く
に
つ
れ
て
「
僕
」
の
「
不
安
は
だ

ん
だ
ん
高
ま
っ
て
」
冷
静
さ
を
保
て
な
く
な
っ
て
い
る
様
相
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
僕
」
が
二
十
世
紀
最
後
の
夜
、
い
わ
ば
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
る
直
前
の
三
十
分
前

か
ら
十
五
分
お
き
に
時
間
の
経
過
を
伝
え
る
の
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
ま
で
残
さ
れ

た
時
間
は
わ
ず
か
し
か
な
い
と
い
う
焦
燥
感
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
た
め
で
あ

る
。「
僕
」
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
過
ぎ
た
時
点
か
ら
当
時
（
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
る

前
）
の
様
子
を
回
想
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
過
し
て
い

く
時
刻
に
つ
い
て
適
時
に
知
ら
せ
て
い
る
の
は
、
ま
る
で
ミ
レ
ニ
ア
ム
ま
で
の

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
を
実
況
中
継
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
僕
」
の
実
況
中
継
風
の
語
り
方
に
よ
っ
て
焦
燥
感
や
臨
場
感
が
波
及
さ
れ
、
読

者
は
次
第
に
「
僕
」
の
語
り
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
作
用
が
あ
る
。
山
下
航

正
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
僕
」
に
同
化
さ 

用
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
町
中
の
時
計
が

十
二
時
を
打
」
ち
「
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
が
や
っ
て
き
た
」
時
で
あ
っ
た
。「
ミ

レ
ニ
ア
ム
が
や
っ
て
」
き
て
誰
も
が
大
騒
ぎ
し
て
い
る
中
で
の
「
僕
」
の
語
り

は
、
消
え
た
〈
青
〉
を
求
め
て
い
る
の
は
「
僕
」
だ
け
だ
と
い
う
違
和
感
と
孤

独
感
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
、「
そ
れ
は
僕
が
好
き
な
色
だ
っ
た
の
だ
」
と

追
い
詰
め
ら
れ
て
訴
え
る
口
調
に
変
わ
っ
て
い
る
。
緊
迫
し
た
状
況
の
中
に
い

る
「
僕
」
は
時
間
の
経
過
と
共
に
読
者
に
同
化
を
促
す
語
り
か
ら
〈
青
〉
の
重

要
性
を
訴
え
る
口
調
へ
と
変
移
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
的

な
心
境
に
追
い
や
ら
れ
た
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
語

ら
れ
方
は
小
説
教
材
と
し
て
考
え
る
際
に
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

せ
る
作

　
　１５

４
　〈
青
〉
を
求
め
て
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
「
僕
」

　
消
え
て
し
ま
っ
た
〈
青
〉
は
す
べ
て
白
色
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
白

色
と
化
し
た
〈
青
〉
を
「
僕
」
は
「
棍
棒
で
殴
ら
れ
て
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
な
と
り
と
め
の
な
い
白
」
や
「
ま
る
で
歳
月
に
洗
わ
れ
た
見
知
ら
ぬ
人

の
骨
の
よ
う
な
白
」
と
表
現
し
て
い
る
。〈
青
〉
が
消
失
し
た
後
の
白
は
「
僕
」

に
と
っ
て
「
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
や
「
見
知
ら
ぬ
人
の
よ
う
な
骨
」
と

い
っ
た
実
体
の
な
い
も
の
で
し
か
な
い
。〈
青
〉
の
消
失
は
「
僕
」
と
い
う
実
体

が
欠
落
、
あ
る
い
は
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

〈
青
〉
が
消
失
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
な
れ
ば
、「
僕
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
失
わ
れ
自
己
存
在
の
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
僕
」
が
追
い

詰
め
ら
れ
激
し
い
喪
失
感
に
襲
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。〈
青
〉
か
ら
白
へ

と
変
わ
っ
た
世
界
は
「
僕
」
に
と
っ
て
「
古
い
記
録
映
画
」
で
見
た
「
ス
タ
ー

リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
冬
季
攻
防
戦
」
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
「 

し
た
状

況
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
僕
」
は
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
自
己

存
在
の
意
味
を
奪
還
す
る
べ
く
〈
青
〉
を
捜
し
求
め
て
い
く
。〈
青
〉
を
求
め
て

自
宅
の
各
部
屋
へ
と
駆
け
ま
わ
る
が
、〈
青
〉
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
「
僕
」

は
「
何
人
か
の
友
達
」
→
「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
に
電
話
を
か
け
る
。

そ
の
後
「
駅
員
」
→
「
内
閣
総
理
府
広
報
室
」
の
「
総
理
大
臣
」
と
い
う
具
合

に
「
僕
」
は
〈
青
〉
を
求
め
て
幾
度
も
他
者
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
字
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
「
青
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
」

と
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
僕
」
は
〈
青
〉
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
青
〉
は
依
然
と
し
て
消
失
し
た
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
「
僕
」
は
自
身
を
表
象
し

撃
滅
」

　
　１６

─　　─４



た
〈
青
〉
と
対
峙
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
と
同
様
に
自
己
と
対
峙
で
き
な
い
作
品
の
一
例
に

「
鏡
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
鏡
」
は
１
９
８
３
（
昭
和
　
）
年
２
月
に
『
ト
レ
フ

５８

レ
』
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
の
９
月
に
『
ト
レ
フ
レ
』
に

連
載
さ
れ
た
短
編
と
共
に
単
行
本
『
カ
ン
ガ
ル
ー
日
和
』（
平
凡
社
）
に
収
め
ら

れ
た
。
教
材
と
し
て
は
『
国
語
Ⅰ
現
代
文
編
』（
東
京
書
籍
）
や
『
新
編
国
語
総

合
』（
大
修
館
書
店
）
等
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
鏡
」
は
「
僕
」
の
体
験
談
を

「
み
ん
な
」
に
語
る
と
い
う
構
成
を
採
用
し
た
作
品
で
あ
る
。「
僕
」
が
体
験
談

を
語
る
中
で
山
場
と
な
る
重
要
な
場
面
は

そ
こ
に
は
僕
が
い
た
。
つ
ま
り
─
─
鏡
さ
。
な
ん
て
こ
と
は
な
い
、
そ
こ

に
僕
の
姿
が
う
つ
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
。（
中
略
＝
中
野
）
煙
草
を
三
回

く
ら
い
ふ
か
し
た
あ
と
で
、
急
に
奇
妙
な
こ
と
に
気
づ
い
た
。
つ
ま
り
、

鏡
の
中
の
僕
は
僕
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
い
や
、
外
見
は
す
っ
か
り
僕
な
ん
だ

よ
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
ん
だ
。
で
も
、
そ
れ
は
絶
対
に
僕
じ
ゃ
な
い
ん

だ
。
僕
に
は
本
能
的
に
わ
か
っ
た
ん
だ
。
い
や
、
違
う
な
、
正
確
に
言
え

ば
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
僕
な
ん
だ
。
で
も
そ
れ
は
僕
以
外
の
僕
な
ん
だ
。
そ

れ
は
僕
が
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
僕
な
ん
だ
。
う
ま
く
言
え
な

い
よ
。
で
も
そ
の
時
た
だ
ひ
と
つ
僕
に
理
解
で
き
た
こ
と
は
、
相
手
が
心

の
底
か
ら
僕
を
憎
ん
で
い
る
っ
て
こ
と
だ
っ
た
。
ま
る
で
暗
い
氷
山
の
よ

う
な
憎
し
み
だ
っ
た
。
誰
に
も
癒
す
こ
と
の
で
き
な
い
憎
し
み
だ
っ
た
。

僕
に
は
そ
れ
だ
け
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（
中
略
＝
中
野
）
や
が
て

奴
の
方
の
手
が
動
き
出
し
た
。
右
手
の
指
先
が
ゆ
っ
く
り
と
顎
に
触
れ
、

そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
、
ま
る
で
虫
み
た
い
に
顔
を
這
い
あ
が
っ
て
い
た
。

気
が
つ
く
と
僕
も
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
。
ま
る
で
僕
の
方
が
鏡
の
中
の

像
で
あ
る
み
た
い
に
さ
。
つ
ま
り
奴
の
方
が
僕
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い

た
ん
だ
ね
。（
中
略
＝
中
野
）
と
い
う
わ
け
で
、
僕
は
幽
霊
な
ん
て
見
な

か
っ
た
。
僕
が
見
た
の
は
─
─
た
だ
の
僕
自
身
さ
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
傍
点
マ
マ
、
傍
線
＝
中
野
）

と
鏡
の
中
の
「
奴
」
が
「
僕
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
時
の
恐
怖
を
語
っ

て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
。「
僕
が
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
僕
」
と
い

う
「
奴
」
は
「
僕
」
自
身
に
潜
む
暗
部
で
あ
っ
た
。「
僕
」
は
自
身
に
潜
む
暗
部

と
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
突
如
、「
僕
」
は
宮
城
勉
の
い
う
「
恐
ろ
し
い
も
う
一

人
の 

に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鏡
」
に
つ
い
て
、
府

川
源
一
郎
は
「
自
己
存
在
を
問
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
が
中
心
的
な
話
題

に
な
っ
て 

と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
「
恐
ろ
し
い
も
う
一
人
の
自
分
」

に
遭
遇
し
た
「
僕
」
は
自
己
の
存
在
を
問
い
出
す
切
っ
掛
け
を
生
じ
て
は
い
る
。

だ
が
、
結
局
「
僕
」
は
「
鏡
に
向
か
っ
て
木
刀
を
思
い
切
り
投
げ
つ
け
」
て

「
後
を
見
ず
に
走
っ
て
部
屋
に
駆
け
こ
み
、
ド
ア
に
鍵
を
か
け
て
布
団
を
か

ぶ
っ
」
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、「
も
う
一
人
の
自
分
」
で
あ
る
「
奴
」
が
映
っ
て

い
る
鏡
に
木
刀
を
投
げ
つ
け
て
鏡
を
割
っ
て
お
り
、「
十
年
以
上
」
経
っ
た
現
在

も
「
鏡
を
見
な
い
」
生
活
を
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
は
自
己
存
在
を
問

う
切
っ
掛
け
を
放
棄
し
「
も
う
一
人
の
僕
」
と
の
対
峙
を
拒
み
続
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
実
は
「
鏡
」
は
『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
７
９
～
１
９
８
９
⑤
』（
１
９
９
１

（
平
成
３
）
年
、
講
談
社
）
に
所
収
さ
れ
た
際
に
幾
つ
か
加
筆
さ
れ
て 

そ

の
中
で
特
に
注
意
し
た
い
の
が
「
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
以
上
に
怖
い
も
の
が

自
分
」

　
　１７

い
る
」

　
　１８

い
る
。

　
　１９

─　　─５



こ
の
世
に
あ
る
だ
ろ
う
か
っ
て
ね
。
君
た
ち
は
そ
う
思
わ
な
い
か
？
」
と
い
う

箇
所
で
あ
る
。
こ
の
加
筆
さ
れ
た
箇
所
か
ら
も
「
僕
」
は
「
自
分
以
上
に
怖
い
」

「
も
う
一
人
の
自
分
」
と
い
う
存
在
を
恐
れ
て
い
て
対
峙
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
自
己
存
在
の
意
味
を
問
う
と
い
う
点
で
は
「
鏡
」

の
「
僕
」
と
「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
は
相
似
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
だ
が
、「
鏡
」
の
「
僕
」
は
自
身
に
潜
む
暗
部
と
の
対
峙
を
拒
ん
で
い
る
の

に
対
し
て
、「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
は
、
み
ん
な
も
「
よ
く
似
合
う
」
と
い

う
「
僕
」
の
外
見
の
美
質
の
部
分
を
表
象
し
た
〈
青
〉
で
あ
り
、
且
つ
「
僕
」

の
「
好
き
」
な
も
の
を
表
象
し
て
い
る
〈
青
〉
は
「
僕
」
自
身
の
内
面
を
充
足

さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
消
失
し
た
〈
青
〉
を
「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」

が
奪
還
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
両
作
品
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

「
鏡
」
の
「
僕
」
は
「
も
う
一
人
の
自
分
」
と
遭
遇
し
た
時
か
ら
現
在
に
か
け
て

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
意
識
し
て
鏡
を
見
な
い
よ
う
注
意
を
払
い
さ
え
す
れ
ば
ど

う
に
か
な
る
の
だ
が
、「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
は
対
峙
し
た
く
て
も
自
身
の

意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
た
め
に
「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
の
方
が
一

層
深
刻
で
あ
る
。「
青
が
消
え
る
」
の
「
僕
」
は
自
分
の
意
志
で
は
〈
青
〉
を
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、〈
青
〉
を
求
め
て
「
何
人
か
の
友
達
」
→

「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
→
「
駅
員
」
→
「
総
理
大
臣
」
へ
と
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
間
に
い
る

「
僕
」

　「
僕
」
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
他
者
達
に
と
っ
て
〈
青
〉
は
大
切
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
に
電
話
を
か
け
た
「
僕
」

は
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
君
の
ま
わ
り
で
青
が
消
え
て
い
な
い
か
な
？
」

「
青
っ
て
な
に
よ
？
」
と
彼
女
は
半
分
喧
嘩
腰
で
言
っ
た
。（
中
略
＝
中
野
）

「
今
日
は
二
十
世
紀
最
後
の
夜
な
の
よ
。
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
こ

と
な
の
よ
。（
中
略
＝
中
野
）
青
が
な
く
な
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
だ
っ
て
い

う
の
よ
。
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
で
私
の
と
こ
ろ
に
わ
ざ
わ
ざ
電
話
し
て
こ

な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
よ
」  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
傍
線
＝
中
野
）

と
言
わ
れ
電
話
を
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
次
に
「
僕
」
は
「
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
の
地

下
鉄
」
の
「
駅
員
」
に
「
青
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ん
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る

と
、
す
ぐ
に
「
駅
員
」
は
「
政
治
の
こ
と
は
私
に
聞
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私

は
た
だ
の
駅
員
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。「
駅
員
」
の
言
う
〈
青
〉
は
政
治
で
あ

り
、「
僕
」
の
〈
青
〉
と
は
齟
齬
が
あ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
「
駅
員
」
は

〈
青
〉
が
消
滅
し
た
事
実
を
認
識
し
て
い
る
。「
僕
」
が
〈
青
〉
に
つ
い
て
尋
ね

た
際
に
「
青
っ
て
な
に
よ
？
」
と
言
っ
て
い
る
「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」

と
す
ぐ
に
答
え
る
「
駅
員
」
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
僕
」
の
美
点
を
表

象
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
〈
青
〉
を
「
な
く
な
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
だ
っ
て

い
う
の
よ
」
と
い
う
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
は
「
僕
」
の
美
質
を
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
伏
線
に
敷
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
は
「
別
れ

た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
駅
員
」
に

〈
青
〉
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
後
、「
僕
」
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
」

の
「
総
理
大
臣
」
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
。「
総
理
大
臣
」
を
「
権
力
や
制

度
」
の
「
現
代
の
「
見
え
な
い
大
き
な
力
」
を
象
徴
す
る
人
物
」
で
あ
る
と
佐
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藤
洋
一
・
岡
田
智
ら
は
捉
え
て
お
り
、
そ
の
見
解
を
踏
ま
え
て
「
青
が
消
え
る
」

を
「
現
代
人
・
現
代
社
会
の
「
経
済
」
や
「
価
値
観
」
を
取
り
巻
く
問
題
を

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
批
評
（
皮
肉
）
と
し
て
寓
話
的
に
描
い
た
文
明
批
評
的
な

 

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
洋
一
・
岡
田
智
ら
の
指
摘
は
「
総
理

大
臣
」
を
「
権
力
や
制
度
」
を
内
包
し
た
「
現
代
の
「
見
え
な
い
大
き
な
力
」

を
象
徴
」
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
視
点
を
変
え
て
「
総
理
大
臣
」
と
い
う
人
物
設
定
を
重
視
す
る
の

で
は
な
く
、「
総
理
大
臣
の
声
は
静
か
に
言
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
着

目
し
、「
総
理
大
臣
」
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
合
成
さ
れ

て
作
ら
れ
た
「
声
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
を
し
て
い
く
。「
僕
」
が

「
総
理
大
臣
」
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
た
時
、「
総
理
大
臣
」
は
「
合
成
」
さ

れ
た
「
声
」
で
「
僕
」
の
質
問
に
答
え
て
い
る
。「
総
理
大
臣
」
が
「
僕
」
の
質

問
に
答
え
る
前
に
「
総
理
大
臣
」
の
好
き
な
短
歌
と
し
て
若
山
牧
水
の
「
白
鳥

は
哀
し
か
ら
ず
や
／
空
の
青
／
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
短
歌
を
挙
げ
た
後
に
、「
僕
」
の
質
問

に
対
し
て
「
総
理
大
臣
」
の
「
声
」
は
「
ど
う
し
て
青
が
な
く
な
っ
て
は
い
け

な
い
の
で
す
か
、
岡
田
さ
ん
。（
中
略
＝
中
野
）
何
か
が
ひ
と
つ
な
く
な
っ
た
ら
、

ま
た
新
し
い
も
の
を
ひ
と
つ
作
れ
ば
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
と
回
答
し
て

い
る
。
こ
の
短
歌
は
若
山
牧
水
が
「
昨
日
ま
で
の
自
己
に
潔
く
別
れ
去
ろ
う
と

す
る
こ
こ
ろ
」
か
ら
命
名
し
た
『
別
離
』（ 

に
所
収
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
考
慮
し
て
、「
総
理
大
臣
」
の
回
答
の
意
味
を
読
者
に
考
え
さ
せ 

こ
の
「
総
理
大
臣
」
の
回
答
は
「
何
か
が
ひ
と
つ
な
く
な
っ
た
ら
、
ま
た
新
し

い
も
の
を
ひ
と
つ
作
れ
ば
い
い
」
と
単
に
〈
も
の
〉
の
代
替
を
問
う
て
い
る
の

で
は
な
い
。
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
存
在
理
由
は
代
替
が
可
能
な
の
か
と

作
品
」

　
　２０

上
巻
）

　
　２１

た
い
。

　
　２２

い
う
意
味
を
〈
も
の
〉
の
代
替
に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
青
〉
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
に
は
多
義
的
な
意
味
が
包
含
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
教
材

と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「
総
理
大
臣
」
の
「
声
」
に
よ
る
回
答
は
「
僕
」
の
質
問
を
解
決
に
導
く
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
僕
」
を
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
」
状
態
に
陥
ら
せ
て
い

く
。
つ
ま
り
、「
僕
」
が
〈
青
〉
を
奪
還
す
る
べ
く
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
た

「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」・「
駅
員
」・「
総
理
大
臣
」
の
「
声
」
は
「
僕
」
が

ど
ん
な
に
〈
青
〉
を
必
要
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
、

「
僕
」
の
質
問
に
対
し
て
ま
と
も
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
僕
」
が

「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
→
「
駅
員
」
→
「
総
理
大
臣
」
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
を
し
て
い
っ
て
も
「
僕
」
の
一
方
通
行
で
し
か
な
く
、
彼
ら
は
「
僕
」
を
デ

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
付
け
加
え
る
と
、「
僕
」
が
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
し
て
い
っ
た
「
別
れ
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
＝
「
僕
」
と
個
人
的
に

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、「
駅
員
」
＝
「
僕
」
と
の
個
人
的

な
面
識
は
な
い
が
、
実
在
す
る
人
間
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
総
理
大
臣
」
に
な
る
と
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
」
で
「
合
成
」
さ
れ
た

「
声
」
＝
も
は
や
実
在
す
る
人
間
で
は
な
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ

れ
た
声
で
あ
り
、「
僕
」
と
の
個
人
的
な
面
識
は
皆
無
で
あ
る
、
と
い
う
具
合
に

「
僕
」
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
っ
た
他
者
は
順
を
追
う
に
従
っ
て
他
者
と

の
関
係
性
の
希
薄
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
者
と
の
関

係
性
の
希
薄
さ
は
ま
さ
に
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
表
さ
れ
て
い
る
。
更
に
「
僕
」

は
他
者
と
の
関
係
性
の
溝
が
埋
ま
ら
な
い
心
の
叫
び
を
「
青
が
消
え
て
し
ま
っ

た
の
だ
」
や
「
で
も
青
が
な
い
ん
だ
」「
そ
し
て
そ
れ
は
僕
が
好
き
な
色
だ
っ
た

の
だ
」
と
太
字
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
て
い
る
。〈
青
〉
を
喪
失
し
、
行
き
場
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の
な
い
心
の
叫
び
を
「
僕
」
は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

６
　
小
説
教
材
「
青
が
消
え
る
」
の
価
値

①
　「
青
が
消
え
る
」
に
内
在
す
る
批
評
性

　〈
青
〉
は
「
僕
」
自
身
の
内
面
を
表
象
し
、
ま
た
「
僕
」
の
心
を
充
足
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
故
に
、「
僕
」
が
〈
青
〉
を
懸
命
に
奪
還
し
よ
う
と
す
る
の
は
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
取
り
戻
す
」
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
僕
」
が

〈
僕
ら
し
さ
〉
と
対
峙
し
、
僕
自
身
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
＝
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
で
あ
る
。
だ
が
、「
青
が
消
え
る
」
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
よ

う
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
で
「
取
り
戻
す
」
の
を
可
能
に
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
り
新
し
い
時
代
が
到
来
し
て
も
「
で
も
青

が
な
い
ん
だ
」「
青
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
」「
そ
し
て
そ
れ
は
僕
が
好
き
な

色
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
「
僕
」
の
訴
え
に
あ
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
し
て
い
っ
て
も
「
僕
」
の
一
方
通
行
で
し
か
な
く
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
さ
れ

て
し
ま
い
、
他
者
と
の
関
係
性
が
生
み
出
さ
れ
る
未
来
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

村
上
春
樹
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
「
青
が
消
え
る
」
以
後
の
作
品
か
ら
現
出
し

始
め
た
と
述
べ
て
い
る
が
、「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
の
中
に
も
（
取
り
戻

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
）「
僕
」
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
る

様
相
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
太
字
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
さ
れ
た

「
僕
」
の
セ
リ
フ
は
〈
青
〉
を
消
失
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
〈
青
〉
を
奪
還
す
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
「
僕
」
の
心
か
ら
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
太
字
の
ゴ
シ
ッ

ク
体
に
も
他
者
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
き
ず
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
さ
れ
て
も
が

き
苦
し
む
「
僕
」
の
違
和
感
と
孤
独
感
の
強
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。「
僕
」
は
ミ

レ
ニ
ア
ム
を
過
ぎ
た
時
点
か
ら
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
る
直
前
の
様
子
を
回
想
し
な

が
ら
語
っ
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
っ
た
時
の
「
僕
」
の

語
り
が
実
況
中
継
風
の
語
り
か
ら
訴
え
口
調
へ
変
移
し
て
い
る
の
は
、
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
的
な
心
境
に
追
い
や
ら
れ
た
「
僕
」
の
行
き
場
の
な
い
心
の
叫
び
を

訴
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
僕
」
の
語
り
方
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
が
近
付
く
に
つ
れ

て
冷
静
に
自
分
自
身
を
客
観
視
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
も
と
も
と
「
僕
」
は
「
年
号
が
２
０
０
０
年
に
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
い
っ
た
い
何
が
変
わ
る
と
い
う
の
だ
」「
そ
ん
な
も
の
た
だ
の
日
付
の
違

い
に
す
ぎ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
、「
新
し
い

ミ
レ
ニ
ア
ム
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
な
ん
だ
か
す
ご
く
よ
く
な
い
こ
と
が
起

こ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
「
僕
」
は
次
第
に
不
安
を
募
ら
せ
る
。「
僕
以
外
の
誰

ひ
と
り
そ
れ
（
中
野
注
・〈
青
〉
の
消
失
）
に
つ
い
て
と
く
に
心
配
も
し
て
い
な

い
」
た
め
で
あ
る
。「
僕
」
の
語
り
に
冷
静
さ
が
失
わ
れ
て
い
き
、
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
で
き
な
か
っ
た
「
僕
」
が
「
で
も
青
が
な
い
ん
だ
」「
そ
し
て
そ
れ
は
僕
が

好
き
な
色
だ
っ
た
の
だ
。」
と
訴
え
る
形
で
作
品
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に

「
青
が
消
え
る
」
の
批
評
性
が
見
出
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
は
１
９
９

２
年
か
ら
「
八
年
後
」
で
あ
る
２
０
０
０
年
の
「
近
未
来
」
の
話
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
２
０
０
０
年
の
「
近 

つ
ま
り
現
代
の
物
語
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
な
っ

て
顕
在
化
し
た
「
僕
」
の
問
題
は
実
は
現
代
の
読
者
自
身
の
問
題
へ
と
反
転
し

て
い
く
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
は
「
僕
」
の
語

る
内
容
や
、
語
り
方
、
太
字
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
さ
れ
た
「
僕
」
の
抱
え
る
問

題
に
つ
い
て
読
者
に
自
己
の
問
題
と
し
て
問
う
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

「
僕
」
の
語
り
を
読
む
こ
と
は
読
者
に
自
己
自
身
を
問
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。

未
来
」

　
　２３
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②
　
自
己
を
問
う
〈
読
み
〉
を
働
き
掛
け
る
「
青
が
消
え
る
」
の
教
材
性

　「
青
が
消
え
る
」
は
学
習
者
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
作
品
で
は
あ
る
反
面
、
作

品
中
の
〈
青
〉
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
多
義
的
な
意
味
を
誘
引
す
る
た
め
に
指

導
者
に
と
っ
て
は
扱
い
に
く
い
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
に
は

「
呼
び
起
し
」
と
い
う
想
像
力
に
宰
領
さ
れ
た
働
き
が
介
入
し
、
個
人
を
取
り
巻

く
文
化
や
個
人
の
経
験
や
能
力
に
結
び 

で
、
学
習
者
の
読
み
は
恣
意
的

な
読
み
に
な
り
や
す
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
指
導
者
は
多
義
的
な
意
味
を
持
っ

た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
教
材
研
究
を
し
て
か
ら
授
業
に
臨
む
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
作
品
に
あ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
を
学
習
者
の
想
像
力
を
喚

起
さ
せ
る
教
材
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
が
松
本 

、〈
青
〉
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
に
つ
い
て
学
習
者
と
対
話
的
な
読
み
の
交
流
を
通
し
た
授
業
の
実
践
報

告
を
行
っ
て
い
る
。
松
本
の
報
告
に
よ
る
と
学
習
者
た
ち
と
の
対
話
的
交
流
を

通
し
て
「
か
つ
て
の
文
化
の
よ
う
な
も
の
が
、
新
時
代
の
到
来
と
と
も
に
失
わ

れ
て
し
ま
う
現
代
社
会
で
、
多
く
の
現
代
人
が
無
関
心
で
そ
の
変
化
に
気
付
か

な
い
の
に
対
し
て
、
変
化
に
気
付
い
た
「
僕
」
の
思
い
を
描
い
て
い
る
。」
と
す

る
解
釈
を
作
り
上
げ
て 

作
品
の
読
み
を
学
習
者
た
ち
と
の
対
話
を
通
し

な
が
ら
構
築
し
て
い
く
こ
と
は
こ
の
作
品
の
特
徴
を
活
か
し
た
授
業
の
在
り
方

の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
多
義
的
な
意
味
を
内
包
し
て
い
る
指
導
の
困
難
な
作
品

で
あ
る
の
で
、
本
稿
は
ひ
と
つ
の
見
解
と
し
て
〈
青
〉
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、「
僕
」
自
身
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
自
己
存
在
に
結
び
付
け
た
読
み
の
検
討
を
行
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
本
稿
が
ひ
と
つ
の
読
み
の
見
解
を
提
示
し
た
の
は
正
解
到
達
主
義
を
意

図
し
た
た
め
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　
例
え
ば
、
佐
野
正
俊
が

付
く
の

　
　２４

誠
司
で

　
　２５

い
る
。

　
　２６

①
　
教
材
で
あ
る
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
の
既
存
の
考

え
や
も
の
の
見
方
が
少
し
で
も
揺
ら
ぐ
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
の
教
材
選
び
に
留
意
す
る
こ
と
。

②
　
①
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
読
者
で
あ
る
生
徒
の
前
に
、
同
じ
く

読
者
で
あ
る
指
導
者
が
、
そ
の
教
材
に
見
る
〈
価
値
〉
を
こ
め
た
自
分
の

〈
読
み
〉
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
読
み
〉
の
場
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
。

③
　
②
に
お
い
て
指
導
者
が
示
し
た
〈
読
み
〉
お
よ
び
〈
価
値
〉
を
、
さ
ら

に
問
い
直
す
場
を
授
業
の
過
程
に
設
け
る 

と
い
う
指
導
過
程
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
提
案
の
中
の
①
は
授
業
を
通
し

て
学
習
者
一
人
ひ
と
り
の
読
み
が
纏
ま
っ
て
き
た
段
階
や
、「
青
が
消
え
る
」
で

言
う
と
松
本
誠
司
が
実
践
し
て
い
る
よ
う
な
対
話
的
交
流
を
通
し
て
学
習
者
の

さ
ま
ざ
ま
な
読
み
を
示
し
、
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
に
葛
藤
や
揺
さ
振
り
を
生

じ
さ
せ
る
授
業
の
在
り
方
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
「
指
導
者
が
、

そ
の
教
材
に
見
る
〈
価
値
〉
を
こ
め
た
自
分
の
〈
読
み
〉
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
、〈
読
み
〉
の
場
の
活
性
化
を
図
」
り
（
②
）、「
指
導
者
が
示
し
た
〈
読
み
〉

お
よ
び
〈
価
値
〉
を
、
さ
ら
に
問
い
直
す
場
を
授
業
の
過
程
に
設
け
る
」（
③
）

と
い
う
指
導
者
側
か
ら
提
示
す
る
別
の
角
度
か
ら
読
み
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と

で
、
教
室
と
い
う
場
に
お
い
て
学
習
者
の
読
み
が
纏
ま
っ
て
き
た
段
階
や
、
対

話
的
交
流
を
し
た
後
で
の
〈
読
み
〉
の
活
性
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
授

業
の
中
で
作
り
上
げ
た
解
釈
と
は
別
の
解
釈
が
指
導
者
か
ら
提
示
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
別
の
異
な
る
読
み
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
を
目
的

と
し
て
い
る
。
松
本
修
は
「
読
み
の
交
流
は
読
み
の
変
容
を
も
た
ら
す
。
そ
の

変
容
に
は
解
釈
の
変
容
と
し
て
の
認
知
的
変
容
と
、
読
み
の
方
略
の
変
容
と
し

て
の
メ
タ
認
知
的
変
容
が
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
、「
読
み
の
変
容
で
よ
り
重
要
な

こ
と
。

　
　２７

─　　─９



の
は
メ
タ
認
知
的 

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
学
習
者
間
を
中
心
に
し

た
読
み
の
交
流
だ
け
で
は
な
く
、
指
導
者
の
読
み
に
つ
い
て
も
〈
読
み
〉
の
交

流
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
者
の
読
み
に
変
容
を
促
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

指
導
者
の
読
み
の
提
示
も
学
習
者
の
読
み
の
方
略
の
変
化
＝
メ
タ
認
知
的
変
容

の
ひ
と
つ
に
な
る
。
指
導
者
の
提
示
す
る
読
み
は
学
習
者
に
メ
タ
認
知
的
変
容

を
生
じ
さ
せ
、
読
み
の
変
容
を
も
た
ら
し
て
い
き
、
小
説
の
新
た
な
出
会
い
や

更
な
る
深
い
読
み
が
期
待
で
き
る
。「
話
し
合
い
活
動
に
お
け
る
話
題
は
、
テ
ク

ス
ト
全
体
に
か
か
わ
る
よ
う
な
マ
ク
ロ
的
な
も
の
よ
り
も
テ
ク
ス
ト
の
細
部
に

か
か
わ
る
ミ
ク
ロ
的
な
も
の
の
方
が
有
効
で 

と
い
う
松
本
修
の
指
摘
が

あ
る
よ
う
に
、「
青
が
消
え
る
」
の
生
成
時
期
を
重
視
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
ミ
ク
ロ
的
な
観
点
に
絞
っ
て
話
し
合
い
を
始
め
る
こ

と
は
こ
の
作
品
の
〈
読
み
〉
を
深
め
る
上
で
有
効
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
山
元

隆
春
は
読
み
の
「
方
略
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
、
組
織
化
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
関
心
を
向
け
る
必
要
性
を
指
摘
し
て 

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
デ
タ
ッ

チ
メ
ン
ト
は
村
上
春
樹
の
作
品
を
理
解
す
る
上
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
で

あ
る
。
も
し
、
授
業
に
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
入
れ
る
の
が
困
難
で
あ

る
な
ら
ば
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
〈
関
わ
り
〉、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
〈
関
わ
り

の
な
さ
〉
と
い
う
言
葉
に
換
言
し
、
村
上
春
樹
は
〈
関
わ
り
〉
や
〈
関
わ
り
の

な
さ
〉
を
意
識
し
て
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
学
習
者
に
メ
タ
的
知
識

と
し
て
教
え
、〈
関
わ
り
〉
や
〈
関
わ
り
の
な
さ
〉
と
い
う
観
点
か
ら
「
青
が
消

え
る
」
に
つ
い
て
の
〈
読
み
〉
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を

知
っ
て
い
る
学
習
者
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

学
習
者
に
教
え
た
り
、
理
解
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
「
青
が
消
え
る
」
に
お
け

変
容
」

　
　２８

あ
る
」

　
　２９

い
る
。

　
　３０

る
読
み
の
方
略
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
知
る
以
前
と
比

べ
て
学
習
者
の
認
識
は
深
ま
っ
て
い
き
、「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
の
読
み

に
変
化
が
起
こ
り
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
〈
関
わ
り
〉
や
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
〈
関

わ
り
の
な
さ
〉
に
基
づ
い
た
新
し
い
読
み
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
推
測
さ

 
　
ま
た
、
読
み
の
方
略
の
一
案
と
し
て
、
佐
藤
佐
敏
は
「
も
し
○
○
な
ら
ば
…
」

と
い
う
文
型
を
用
い
て
学
習
者
に
想
像
さ
せ
る
「
仮
定
ス
キ
ル
」
の
活
用
を
推

奨
し
て 

佐
藤
の
「
仮
定
ス
キ
ル
」
は
読
み
の
方
略
の
ひ
と
つ
と
し
て
有

効
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
「
青
が
消
え
る
」
の
場
合
、「
仮
定
ス
キ
ル
」
を
特
に

用
い
な
く
て
も
作
品
内
の
〈
青
〉
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
学
習
者
（
読
者
）
に

「〈
青
〉
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
」
と
か
「
私
（
僕
）
に
と
っ
て
の
〈
青
〉
と
は
何

だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
問
い
を
働
き
掛
け
て
く
る
作
品
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
更

に
こ
の
作
品
は
〈
青
〉
に
つ
い
て
学
習
者
（
読
者
）
に
「
も
し
〈
青
〉
が
消
え

て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
…
」
と
考
え
さ
せ
る
点
に
優
れ
た
特
徴
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
青
が
消
え
る
」
は
「
僕
」
の
抱
え
る
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て

い
く
か
に
つ
い
て
自
己
に
反
転
し
て
考
え
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
問
う
こ
と
を
要

請
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
学
習
者
は
極
限
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
「
僕
」

を
引
き
受
け
、
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
（
外
界
）
と
の
関
係

性
だ
け
で
は
な
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
価
値
や
重
要
性
を
問
う
て
い
る
作

品
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
始
め
て
い
く
。
自
己
と
対
峙
す
る
大
切
さ
だ
け
で
は

な
く
、
自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
世
界
の
大
切
さ
に
つ
い
て
も
学
習
者
に
問
い

を
働
き
か
け
る
「
青
が
消
え
る
」
と
い
う
作
品
は
教
材
と
し
て
の
価
値
を
多
大

に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
る
。

　
　３１

い
る
。

　
　３２
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注１
　
石
川
則
夫
「
青
が
消
え
る
」（
明
治
書
院
『
新
精
選
国
語
総
合
　
指
導
資
料

　
現
代
文
編
』（
平
成
　
年
度
版
））

１８

２
　
松
本
誠
司
「
村
上
春
樹
『
青
が
消
え
る
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交
流
」

（『
国
語
教
育
研
究
』
第
　
号
、
広
島
大
学
国
語
教
育
会
、
２
０
０
８
年
３
月
）

４９

３
　
佐
藤
洋
一
・
岡
田
智
「
小
説
教
材
に
お
け
る
「
習
得
・
活
用
」
の
授
業
・

評
価
開
発
─
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」（
高
校
１
年
・
明
治
書
院
）
を
例

に
─
」（『
愛
知
教
育
大
学
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
　
号
、
２
０

１３

１
０
年
２
月
）

４
　
山
下
航
正
「
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」（L

osing
B
lu

 
       
  

e  
）─
孤
独
な
語

り
─
」（『
日
本
文
学
』、
日
本
文
学
協
会
、
２
０
０
８
年
　
月
）、
山
下
航
正

１０

「
語
り
と
文
学
教
育
─
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」
の
読
み
を
も
と
に
し

て
─
」（『
日
文
協
国
語
教
育
』
第
　
号
、
２
０
０
９
年
　
月
）

３９

１１

５
　
須
貝
千
里
「
国
語
教
科
書
の
中
の
「
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
声
─

「
文
学
の
読
み
を
見
直
す
」
た
め
に
「
外
部
」
問
題
の
掘
り
起
こ
し
を
─
」

（『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』、
日
本
国
語
教
育
学
会
、
２
０
１
０
年
５
月
）

６
　
田
中
実
「
こ
れ
か
ら
の
文
学
教
育
は
い
か
に
し
て
可
能
か
─
『
白
い
ぼ
う

し
』・『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』・『
お
に
た
の
ぼ
う
し
』
の
〈
読
み
方
〉
の
問
題
─
」

（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『
こ
れ
か
ら
の
文
学
教
育
の
ゆ
く
え
』、
右
文
書

院
、
２
０
０
５
年
７
月
、pp.431–432

 
          
）

７
　
村
上
春
樹
「
解
題
」『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
９
０
～
２
０
０
０
①
　
短
篇

集
Ⅰ
』（
講
談
社
、
２
０
０
２
年
　
月
、pp.304–305

 
          
）

１１

８
　
前
掲
書
（
注
７
）

９
　
今
井
清
人
「
村
上
春
樹
年
譜
」・「
文
献
総
覧
」（『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
　
』、
若
草
書
房
、
１
９
９
９
年
　
月
）

０５

１０

　
　
村
上
春
樹
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』（
新
潮
社
、
１
９
９

１０
９
年
１
月
、pp.18–19,pp.83–90

 
                   
）

　
　
前
掲
書
（
注
　
）（p.84

     
）

１１

１０

　
　
風
丸
良
彦
「「
も
ど
か
し
さ
」
と
い
う
凶
器
─『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

１２
の
の
「
僕
」
と
、
村
上
春
樹
の
現
在
」（
初
出
は
『
群
像
』、
１
９
９
７
年
３

月
、
後
に
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
　
』、
若
草
書
房
、
１
９
９
９
年
９
月

０４

に
収
録
、p.68

 
    
）

　
　
山
根
由
美
恵
「《
不
在
》
リ
ス
ト
─
村
上
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
《
行
方
不

１３
明
》《
不
在
》《
欠
落
》」（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』、
至
文
堂
、
２
０
０
８

年
１
月
、pp.247–250

 
          
）

　
　
沼
野
充
義
「
村
上
春
樹
は
世
界
の
「
い
ま
」
に
立
ち
向
か
う
─『
ね
じ
ま
き

１４
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
を
読
み
解
く
」（
初
出
は
『
文
学
界
』、
１
９
９
４
年
７
月
、

後
に
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
　
』、
若
草
書
房
、
１
９
９
９
年
９
月
に
収

０４

録
、pp.22–23

 
        
）

　
　
前
掲
論
文
（
注
４
　
山
下
航
正
（
２
０
０
９
））（p.6

    
）

１５　
　
川
内
唯
彦
訳
『
第
二
次
世
界
大
戦
史
⑤
　
ス
タ
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
攻
防
戦
』

１６（
弘
文
堂
、
１
９
６
４
年
４
月
、p.66

 
    
）
１
９
４
１
年
６
月
に
始
ま
っ
た
ド
イ

ツ
軍
の
ソ
連
侵
攻
は
　
月
の
モ
ス
ク
ワ
攻
防
戦
か
ら
一
転
し
、　
月
か
ら
ソ

１０

１２

連
軍
の
反
撃
が
開
始
す
る
。
翌
１
９
４
２
年
夏
に
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の

半
分
を
占
領
し
た
ド
イ
ツ
軍
で
あ
っ
た
が
、
冬
季
に
な
っ
て
か
ら
ソ
連
軍
の

猛
反
撃
に
よ
っ
て
降
伏
す
る
。

　
　
宮
城
勉
「
教
材
の
研
究
　
鏡
　
村
上
春
樹
」（『
国
語
Ⅰ
指
導
資
料
』、
東
京

１７
書
籍
、
１
９
９
８
年
４
月
、p.8

 
   
）

─　　─１１



　
　
府
川
源
一
郎
「
生
徒
の
感
想
で
〈
読
む
〉「
鏡
」」（『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、

１８〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
６
』、
右
文
書
院
、
１
９
９
９
年
７
月
、p.62

 
    
）

　
　
千
國
徳
隆
「
村
上
春
樹
「
鏡
」
を
め
ぐ
る
冒
険
」（『
国
語
展
望
』
第
　
号
、

１９

９６

尚
学
図
書
、
１
９
９
５
年
６
月
、p.27

 
    
）

　
　
前
掲
論
文
（
注
３
）（p.103

      
）

２０　
　『
明
治
文
学
全
集
　
　
佐
々
木
信
綱
　
金
子
薫
園
　
尾
上
柴
舟
　
大
田
水
穂

２１

６３

　
窪
田
空
穂
　
若
山
牧
水
　
集
』（
筑
摩
書
房
、
１
９
６
７
年
　
月
、p.287

 
     
）

１０

　
　
注
１
の
石
川
則
夫
に
よ
る
「
青
が
消
え
る
」
の
指
導
資
料
に
若
山
牧
水
の

２２
短
歌
の
説
明
が
あ
る
。
指
導
資
料
は
若
山
牧
水
の
「
白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず

や
／
空
の
青
／
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
」
の
短
歌
に
つ
い
て
「
自

分
の
周
囲
の
雰
囲
気
な
ど
に
ひ
と
り
だ
け
染
ま
ら
ず
、
人
々
と
一
緒
に
新
世

紀
を
祝
う
気
持
ち
に
な
れ
な
い
僕
の
孤
立
し
た
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
」
と

短
歌
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。
短
歌
の
意
味
を
含
め
つ
つ
、
こ
の
短
歌
が

「
昨
日
ま
で
の
自
己
に
潔
く
別
れ
去
ら
う
と
す
る
こ
こ
ろ
」
か
ら
命
名
さ
れ
た

『
別
離
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
た
い
。

　
　
前
掲
書
（
注
７
）（p.305

      
）

２３　
　
菅
野
盾
樹
『
メ
タ
フ
ァ
ー
の
記
号
論
』（
勁
草
書
房
、
１
９
８
５
年
４
月
、

２４p.195

      
）

　
　
前
掲
論
文
（
注
２
）

２５　
　
前
掲
論
文
（
注
２
）　（p.    138

   
）

２６　
　
佐
野
正
俊
「
文
学
教
育
に
お
け
る
言
語
論
の
問
題
─〈
読
む
こ
と
を
読
む
〉

２７
と
い
う
実
践
へ
─
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『
こ
れ
か
ら
の
文
学
教
育
の

ゆ
く
え
』、
右
文
書
院
、
２
０
０
５
年
７
月
、p.

 
  154

   
）

　
　
松
本
修
『
文
学
の
読
み
と
交
流
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
─
』（
東
洋
館
出
版
社
、
２

２８

０
０
６
年
７
月
、pp.

 
   69   –  70   
）

　
　
前
掲
書
（
注
　
）（p.    91   
）

２９

２８

　
　
山
元
隆
春
「
読
み
の
「
方
略
」
に
関
す
る
基
礎
論
の
検
討
」（『
広
島
大
学

３０
学
校
教
育
学
部
紀
要
』、
第
一
部
、
第
　
巻
、
１
９
９
４
年
１
月
、p.

 
  37   
）

１６

　
　
注
２
の
松
本
誠
司
の
実
践
報
告
の
中
で
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
デ
タ
ッ
チ
メ

３１
ン
ト
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
出
て
こ
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

使
っ
て
学
習
者
た
ち
と
対
話
的
交
流
を
行
っ
て
い
た
ら
、
報
告
さ
れ
て
い
る

解
釈
と
は
別
の
解
釈
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
　
佐
藤
佐
敏
「
読
み
の
方
略
が
転
移
す
る
可
能
性
─
作
品
を
解
釈
す
る
仮
定

３２
ス
キ
ル
が
他
の
読
み
の
場
面
で
活
用
さ
れ
る
条
件
─
」（『
国
語
科
教
育
』
第

六
十
五
集
、
２
０
０
９
年
３
月
、
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
、pp.

 
   60   –  61   
）

（
広
島
大
学
大
学
院
研
究
生
）

─　　─１２




