
 

      

は
じ
め
に 

  

村
上
春
樹
の
「
踊
る
小
人
」
は
、
一
九
八
四
年
一
月
号
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ

れ
、
『
蛍
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
七
月
）

に
収
録
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
本
作
品
は
「
日
常
的
世
界
」
が
排
除
さ
れ
る

ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
つ
ま
り
〈
異
世
界
〉
そ
の
も
の
を
扱
う
物
語
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
き
た
。
早
川
香
世
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
、
一

般
的
に
、
科
学
主
義
、
合
理
主
義
な
ど
近
代
の
思
想
を
基
盤
と
す
る
〈
現
実
性
〉

か
ら
逸
脱
す
る
〈
超
自
然
現
象
〉
を
扱
っ
た
作
品
群
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
と
リ
ア
リ
ズ
ム
は
い
わ
ば
表
裏
一
体
で
あ
り
、
両
者
は
補
完
関
係
」

に
あ
る
と
さ
れ
る
。

（

１

）

ま
た
、
ロ
ー
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
場
合
に
お
い
て
は
舞
台
は

現
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
超
自
然
現
象
が
侵
入
す
る
の
だ
が
、
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
の
物
語
で
は
舞
台
は
超
自
然
現
象
が
起
り
得
る
現
実
と
違
う
異
世
界
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
踊
る
小
人
」
の
「
物
語
全
体
が
架
空
世
界
に
置
か
れ
た
ハ
イ
・
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
」

（

２

）

と
い
っ
た
読
み
方
は
、
現
実
性
を
物
語
の
中
に
見
出
し
て
お
ら
ず
、

作
品
の
持
つ
現
実
に
関
す
る
問
題
意
識
を
話
題
と
し
な
い
。
し
か
し
、
村
上
自
身

は
「
こ
の
物
語
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
が
、
意
図
的
に
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
僕
と
し
て
は
む
し
ろ
普
通
の
現
実

的
な
物
語
を
書
く
よ
う
な
気
持
ち
で
こ
の
話
を
書
い
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
の
か
た
ち
」
を
と
っ
た
物
語
の
背
景
に
あ
る
現
実
性
の
存
在
を
強
調

し
て
い
る
。

（

３

）

し
た
が
っ
て
、
村
上
の
自
解
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
本
作
品
は
超
自
然

現
象
が
起
っ
て
い
る
世
界
を
描
い
て
い
て
も
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
い
と

見
な
せ
、
物
語
の
現
実
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

 

本
作
品
を
、
現
実
と
超
自
然
現
象
が
起
り
得
る
世
界
を
同
時
に
描
く
も
の
だ
と

と
ら
え
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
近
接
し
た
も
う
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
、
「
魔
術
的

リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
有
効
な
読
み
方
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
名
称
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
「
魔
術
的
」
と
現
実
的
な
世
界
観
の
融
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
こ
の
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
目
的
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り
現
実
の
世
界
と

そ
の
問
題
を
新
し
い
観
点
か
ら
照
射
す
る
こ
と
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
異

な
り
、
現
実
世
界
の
リ
ア
ル
な
問
題
を
話
題
と
す
る
表
現
技
法
で
あ
る
。
海
外
で

の
村
上
春
樹
研
究
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
る
ス
ー
ザ

ン
・
Ｊ
・
ネ
イ
ピ
ア
を
は
じ
め
と
し
て
村
上
春
樹
文
学
に
お
け
る
魔
術
的
リ
ア
リ

ズ
ム
の
影
響
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
日
本
型
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
代
表
的

作
家
と
し
て
村
上
を
挙
げ
る
例
も
少
な
く
な

い
（
４
）

。
も
ち
ろ
ん
村
上
の
作
品
の
全
て

が
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
「
踊
る
小
人
」

は
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
顕
著
な
一
例
で
あ
る
と
論
者
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村
上
春
樹
と
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム

―
「
踊
る
小
人
」
に
見
る
一
九
八
〇
年
代 

―

ダ
ル
ミ
・
カ
タ
リ
ン



 

は
判
断
し
て
い
る
。 

 
本
論
文
で
は
「
踊
る
小
人
」
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
性
が

重
要
な
要
素
で
あ
る
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
物
語
と
し
て
読
解
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
白
に
な
っ
て
く
る
現
実
の
舞
台
、
つ
ま
り
一
九

八
〇
年
代
の
日
本
社
会
と
そ
れ
に
関
す
る
作
者
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。 

 

一
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
と
「
踊
る
小
人
」
の
現
実
性 

  

「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て
は
象
工
場
や
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
象
の
水
増
し
、
踊

る
小
人
の
存
在
な
ど
の
実
際
に
起
り
え
な
い
超
自
然
現
象
が
多
く
描
か
れ
て
い
る

た
め
、
物
語
の
現
実
性
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
作
品
は
「
架
空

世
界
に
置
か
れ
た
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
や
シ
ュ
ー
ル
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
踊
る
小
人
」
研

究
に
お
い
て
は
、
現
実
世
界
が
物
語
の
外
側
に
あ
る
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
本
作
品

が
リ
ア
ル
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
可
能
性
は
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

 

例
え
ば
早
川
香
世
は
現
実
が
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
、

本
作
品
が
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

現
実
世
界
と
関
連
し
て
い
る
固
有
名
詞
が
頻
出
す
る
の
は
「
僕
」
の
夢
の
世
界
の

み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て
は
現
実
と
夢
の
世
界
が
転
倒
し

て
い
る
、
つ
ま
り
「
「
夢
」
こ
そ
が
「
日
常
的
世
界
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
現
実
」

を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
機
能
す
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
僕
」
が

所
属
し
て
い
る
世
界
を
「
異
世
界
」
と
し
て
把
握
す
る
。

（

５

）

西
田
谷
洋
も
ま
た
、「
僕
」

の
知
覚
は
小
人
の
予
言
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
、
「
現
実
は
小
人
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
て
い
る
」
と
「
僕
」
の
い
る
世
界
の
非
現
実
性
を
強
調
す
る
。

（

６

）

ま
た
、
「
僕
」

は
小
人
に
対
し
て
低
抗
で
き
る
こ
と
か
ら
、
現
実
自
体
も
「
も
う
一
つ
外
側
の
誰

か
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
夢
」
と
し
て
把
握
し
、
「
踊
る
小
人
」
は
入
れ
子
型
構
造

を
持
つ
作
品
だ
と
結
論
付
け
た
。
山
根
由
美
恵
も
同
じ
く
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
『
円
環

の
廃
墟
』
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
、
「
「
僕
」
の
世
界
全
て
が
他
者
に
生
か
さ
れ

た
夢
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
「
僕
」
（
も
し
く
は
気
づ
き
始
め

た
が
何
も
で
き
ず
に
無
力
の
ま
ま
の
「
僕
」
）
と
し
て
捉
え
る
と
、
テ
キ
ス
ト
全

体
が
皮
肉
を
描
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
物
語
を
入
れ
子
型
構
造
を
持
つ
作
品
と
し

て
読
む
。

（

７

）

山
根
は
最
終
的
に
「
踊
る
小
人
」
を
「
ダ
ー
ク
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と

し
て
把
握
す
る
の
だ
が
、
村
上
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て

お
り
、
示
唆
に
富
む
。 

 

右
に
紹
介
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
、
中
山
幸
枝
は
村
上
の
言
う
「
現
実
的
な

物
語
」
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
「
踊
る
小
人
」
の
現
実
性
を
物
語
の
内
側
の
世

界
に
見
出
す
。
た
だ
し
、
そ
の
現
実
を
村
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
は
な
く
、
一
九

一
七
年
革
命
と
そ
の
後
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
社
会
と
の
関
連
で
読
解
し
て
い
る
。

（

８

） 

 

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
踊
る
小
人
」
は
（
ハ
イ
・
）

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
と
言
う
前
提
が
存
在
し
、
現
実
性
を
物
語
内
に
、
言
い
換

え
れ
ば
「
僕
」
の
い
る
世
界
の
中
に
探
る
論
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
早
川

が
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
本
作
品
に
お
い
て
現
実
世
界
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
「
踊
る
小
人
」
を
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
は
難
し

い
。
一
方
、
ロ
ー
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
場
合
は
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
異
な
り
、

架
空
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
世
界
も
同
時
に
描
か
れ
て
お
り
、
魔
術
的
リ
ア

リ
ズ
ム
と
の
境
界
線
が
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
に
つ
い
て

は
ア
マ
リ
ル
・
Ｂ
・
チ
ャ
ナ
デ
ィ
が
超
自
然
現
象
を
語
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
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に
注
目
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（

９

） 

 
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
異
な
り
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
超
自
然
現
象
は

読
者
を
混
乱
さ
せ
な
い
。
こ
れ
は
こ
の
二
つ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
基
本

的
な
相
違
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
問
題
と
し
て
描
写

さ
れ
て
い
る
現
象
は
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
事
実

的
に
、
自
然
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

  

つ
ま
り
、
パ
ー
ツ
か
ら
象
を
作
る
作
業
や
「
彼
女
の
腐
敗
」
な
ど
の
シ
ー
ン
に

注
目
す
る
な
ら
ば
、
物
語
は
フ
ェ
ア
リ
ー
テ
イ
ル
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
し
か
見
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
的
な
世
界
に
突
然
侵
入
し
て
く
る
超
自
然
現
象
に

応
じ
る
「
僕
」
や
そ
の
周
囲
の
反
応
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
作
品
は
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
よ
り
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
技
法
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
工
場

で
の
不
条
理
な
仕
事
を
当
た
り
前
の
行
為
と
し
て
語
っ
て
い
る
「
僕
」
の
態
度
は
、

魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
法
と
一
致
す
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が

魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
様
に
現
実
的
な
世
界
を
舞
台
と
し
た
ロ
ー
・
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
と
の
最
も
明
確
な
相
違
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
異
常
を
日
常
的
な

出
来
事
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
主
人
公
は
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
を
特

徴
づ
け
て
い
る
「
西
欧
科
学
と
論
理
性
に
規
定
さ
れ
た
合
理
主
義
的
視
点
」

（
１
０
）

か
ら

切
り
離
れ
た
態
度
、
見
方
を
体
現
し
て
い
る
と
窺
え
る
。
し
か
し
、
「
僕
」
の
こ

う
い
っ
た
体
験
が
個
人
の
レ
ベ
ル
で
留
ま
っ
て
し
ま
う
な
ら
、
そ
れ
は
た
だ
の
「
狂

気
」
や
「
眩
惑
」
に
過
ぎ
な
い
。
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
視

点
が
集
団
レ
ベ
ル
に
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
の
全
て
が
同
様
に
異
常
な
体

験
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
把
握
す
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
１
１
）

こ
れ
を
「
踊

る
小
人
」
に
沿
っ
て
具
体
的
に
確
認
す
る
な
ら
、
象
工
場
や
小
人
の
存
在
を
全
員

に
認
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
読
者
も
登
場
人
物
と
同
様
に
異
常
の
現
象
の
存
在
を
抵
抗
な
く
納
得

し
、
そ
れ
を
現
実
の
一
部
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

で
は
、
作
者
は
何
の
た
め
に
こ
の
「
魔
術
的
」
な
観
点
を
取
る
の
だ
ろ
う
か
。

魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
一
般
的
に
、
現
実
の
複
雑
性
や
多
様
性
を
新
し
い
視
点
か

ら
焦
点
化
す
る
手
法
で
あ
り
、
特
に
数
多
く
の
民
族
と
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
同
居

し
て
い
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
流
行
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
、
文
学
に
根

を
張
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
最
初
に

現
れ
た
の
は
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
二
〇
年
代

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
の
美
術
評
論
家
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
が
現
実
（
表

面
的
だ
と
さ
れ
る
）
に
潜
在
し
て
い
る
生
の
複
雑
性
を
新
た
な
手
法
で
描
く
ポ
ス

ト
表
現
主
義
的
な
洋
画
を
指
す
用
語
と
し
て
、
初
め
て
「
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
」

と
言
う
表
現
を
使
用
し
た
。
そ
れ
が
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
の
端

緒
に
あ
た
る
。
ロ
ー
の
「
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
、

そ
し
て
四
〇
～
五
〇
年
代
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
も
拡
が
る
と
共
に
、
様
々
な
点

で
変
化
し
て
き
た
の
だ
が
、
概
念
と
し
て
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
最
終
的
目
標
は
、
合
理
的
観
点
に
基
づ

い
て
い
る
通
常
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
で
は
表
現
で
き
な
い
現
実
の
不
条
理
性
や

複
雑
性
、
あ
る
い
は
様
々
な
社
会
的
問
題
な
ど
を
よ
り
「
現
実
的
に
」
描
写
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
は
「
踊
る
小
人
」
の
舞
台

の
よ
う
な
、
一
見
す
る
と
現
実
か
ら
独
立
し
た
架
空
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
実
際
に
我
々
の
現
実
と
関
係
し
て
い
な
い
と
は
言

え
な
い
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
寺
尾
隆
吉
は
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
１
２
） 
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逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
説
内
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
空
想

世
界
が
自
律
し
た
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
常
的
現
実
世
界
を
新
た
な
視

点
か
ら
捉
え
る
拠
り
所
と
な
る
。
「
異
常
」
が
「
普
通
」
と
化
し
た
世
界
を

作
る
こ
と
で
、
日
常
世
界
の
「
普
通
」
が
「
普
通
」
に
見
え
な
い
よ
う
に
す

る
の
だ
。
小
説
内
に
描
か
れ
た
（
一
見
す
る
と
）
常
軌
を
逸
し
た
事
件
は
、

象
徴
的
に
現
実
世
界
を
照
射
し
、
普
通
に
は
見
え
な
い
現
実
世
界
の
隠
れ
た

側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
意
味
で
や
は
り
「
リ

ア
リ
ズ
ム
」
な
の
で
あ
る
。 

  

「
踊
る
小
人
」
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
く
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
技

法
を
用
い
た
作
品
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
現
実
は
物
語
の
中
に
潜
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
作
品
の
独
特
な
雰
囲
気
を
作
り
出
す
超
自
然
現
象
が

果
た
し
て
い
る
役
割
も
ま
た
、
現
実
世
界
と
の
相
違
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
普
通
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
技
法
で
表
現
で
き
な
い
「
現
実
世

界
の
隠
れ
た
側
面
」
、
例
え
ば
我
々
の
社
会
の
不
条
理
性
や
様
々
な
問
題
を
照
射

す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

さ
て
、
「
踊
る
小
人
」
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
く
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の

影
響
を
受
け
た
作
品
だ
と
す
れ
ば
、
作
品
の
持
つ
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
読
み
取
る

た
め
に
は
ま
ず
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
現
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
自
身
の
存
在
に
集
中
す
る
な
ら
ば
、
物
語
の

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
透
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

目
が
さ
め
る
と
、
僕
は
一
人
だ
っ
た
。
一
人
で
ベ
ッ
ド
に
う
つ
ぶ
せ
に
な

っ
て
、
ぐ
っ
し
ょ
り
と
汗
を
か
い
て
い
た
。
窓
の
外
に
鳥
の
姿
が
見
え
た
。

鳥
は
い
つ
も
の
鳥
の
よ
う
に
は
み
え
な
か
っ
た
。 

 

僕
は
念
入
り
に
顔
を
洗
い
、
髭
を
剃
り
、
パ
ン
を
焼
き
、
コ
ー
ヒ
ー
を
わ

か
し
た
。
猫
に
餌
を
や
り
、
便
所
の
砂
を
と
り
か
え
、
ネ
ク
タ
イ
を
し
め
、

靴
を
は
い
た
。
そ
し
て
バ
ス
に
乗
っ
て
工
場
に
行
っ
た
。
工
場
で
は
象
を
作

っ
て
い
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
「
僕
」
の
朝
の
ル
ー
チ
ン
は
異
常
な
こ
と
が
一
切

起
ら
な
い
平
凡
な
シ
ー
ン
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
「
僕
」
の
夢
の
世
界
を
見
て

み
る
と
、
現
実
と
の
関
連
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
小
人
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
「
僕
」

の
夢
の
中
に
は
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
や
レ
コ
ー
ド
と
い
っ
た
現
代
的
な

機
器
が
登
場
し
、
さ
ら
に
グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ロ
ー
リ
ン
グ
・

ス
ト
ー
ン
ズ
や
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
な
ど
の
実
存
し
た
人
物
の
名
前
が
並
ん

で
お
り
、
物
語
の
現
実
性
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
早
川

香
世
は
こ
れ
ら
の
固
有
名
詞
が
「
僕
」
の
夢
に
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
「
「
夢
」
こ

そ
が
「
日
常
的
世
界
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
現
実
」
を
表
す
も
の
と
し
て
機
能
す

る
空
間
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１
３
）

だ
が
、
以
上
の
箇
所
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
「
僕
」
は
こ
れ
ら
を
充
分
認
知
し
て
お
り
、
夢
の
中
に
出
て
き
た
「
何

か
よ
く
分
か
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
扱
っ
て
は
い
な
い
。
と
言
う
こ
と
は
、
「
僕
」

が
所
属
す
る
世
界
の
中
に
も
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
や
シ
ナ
ト
ラ
な
ど
が
存

在
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
こ
う
い
っ
た
固
有
名
詞
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
（
そ
し
て
作
者
の
村
上
）
の
現
実
と
の
関
連
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
。 
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
僕
」
と
彼
の
所
属
す
る
世
界
、
つ
ま
り
物
語

の
舞
台
は
現
実
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
突
然
現
れ
て
く
る
不
条
理
は
魔
術
的
リ

ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
本
作
品
は
現
実
世
界
の
問
題

を
新
た
な
観
点
か
ら
提
供
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
作
者

自
身
の
「
普
通
の
現
実
的
な
物
語
を
書
く
よ
う
な
気
持
ち
で
こ
の
話
を
書
い
た
」

と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
持
つ
意
味
も
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

二
、
「
踊
る
小
人
」
の
世
界
と
一
九
八
〇
年
代
の
日
本 

  

「
踊
る
小
人
」
が
書
か
れ
た
一
九
八
四
年
は
、
敗
戦
後
に
始
ま
っ
た
急
速
な
経
済

発
展
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
バ
ブ
ル
時
代
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
横
尾
和
博
は
日
本

の
「
企
業
社
会
の
国
家
と
し
て
の
顔
が
公
然
と
登
場
す
る
」
の
は
一
九
八
〇
年
代

だ
と
述
べ
、
さ
ら
に
生
産
と
消
費
の
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
い
る
資
本
主
義
社
会

の
特
徴
と
し
て
「
新
し
い
モ
ノ
が
続
々
と
開
発
さ
れ
生
産
さ
れ
る
」
こ
と
を
挙
げ

る
。

（
１
４
）

な
お
、
「
つ
い
こ
の
前
ま
で
私
た
ち
の
前
に
現
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
ビ

デ
オ
や
ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
新
し
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
生
産
さ
れ
、
そ
れ

を
持
っ
て
い
な
い
と
何
か
「
古
い
」
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
、
消
費
に
走
る
わ
け

で
す
」
と
当
時
の
状
況
を
思
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
現
象
は
村
上
に
と
っ
て

も
印
象
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
象
工
場
で
行
わ
れ
て
い
る
象
の
水
増
し
の
詳
細
な

描
写
、
ま
た
そ
の
必
要
性
を
論
理
的
に
説
明
し
て
い
る
箇
所
か
ら
窺
え
る
。 

 

 

念
の
た
め
に
説
明
し
て
お
く
と
、
我
々
は
な
に
も
無
か
ら
象
を
作
り
あ
げ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
正
確
に
言
う
な
ら
、
我
々
は
象
を
水
増
し
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
一
頭
の
象
を
つ
か
ま
え
て
き
て
の
こ
ぎ
り

で
耳
と
鼻
と
頭
と
胴
と
足
と
尻
尾
に
分
断
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
組
み
あ
わ
せ

て
五
頭
の
象
を
作
る
わ
け
な
の
だ
。
だ
か
ら
出
来
上
が
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
象

の
１
／
５
だ
け
が
本
物
で
、
あ
と
の
４
／
５
は
ニ
セ
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
し
、

象
自
身
に
だ
っ
て
わ
か
り
は
し
な
い
。
我
々
は
そ
れ
く
ら
い
う
ま
く
象
を
作

る
の
だ
。 

 

ど
う
し
て
そ
ん
な
風
に
人
工
的
に
象
を
作
ら
な
け
れ
ば
―
あ
る
い
は
水
増

し
し
な
け
れ
ば
―
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
我
々
は
象
に
比
べ
て
と
て
も
せ

っ
か
ち
だ
か
ら
だ
。
自
然
に
ま
か
せ
て
お
く
と
、
象
と
い
う
の
は
四
、
五
年

に
一
頭
し
か
子
供
を
出
産
し
な
い
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
象
の
こ
と
を
大
好
き

だ
か
ら
、
象
の
そ
う
い
う
習
慣
あ
る
い
は
習
性
を
見
て
い
る
と
と
て
も
苛
立

つ
わ
け
だ
。
そ
れ
で
自
分
た
ち
の
手
で
象
を
水
増
し
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
。 

  

本
物
の
象
の
自
然
生
殖
を
待
ち
き
れ
な
い
人
間
た
ち
は
、
象
を
分
断
し
、
そ
し

て
偽
者
の
パ
ー
ツ
を
加
え
人
工
的
に
象
を
作
る
作
業
を
象
工
場
で
行
っ
て
い
る
。

出
来
上
が
っ
た
象
は
本
物
の
レ
プ
リ
カ
に
過
ぎ
な
い
が
、
「
僕
」
の
話
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
そ
れ
に
気
づ
く
人
間
、
象
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
人
間
の
「
せ
っ

か
ち
さ
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
好
き
な
も
の
（
こ
の
場
合
は
象
）
を
出
来
る
だ
け
手

早
く
た
く
さ
ん
生
産
し
、
提
供
し
た
い
と
い
う
資
本
主
義
社
会
の
欲
望
で
あ
る
。

ま
た
、
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
作
ら
れ
て
い
る
も
の
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
と
は
質
の

違
う
偽
物
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
誰
も
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
質
よ
り

量
を
優
先
さ
れ
て
い
る
大
量
産
業
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
潜
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
象
の
水
増
し
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
敗
戦

か
ら
復
活
し
、
急
速
な
経
済
発
展
を
遂
げ
て
き
た
日
本
を
特
徴
す
る
大
量
生
産
、
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あ
る
い
は
横
尾
の
言
っ
た
「
企
業
国
家
」
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
加
え
て
、
「
僕
」
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
前

の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
消
費
者
の
高
ま
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
象
工
場
の
生
産
の

効
率
性
を
挙
げ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
売
り
上
げ
の
成
長
を

目
指
し
て
い
る
資
本
主
義
社
会
・
消
費
社
会
の
影
が
浮
か
ん
で
来
る
。 

 

我
々
は
通
常
週
に
十
五
頭
の
象
を
作
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
シ
ー
ズ
ン
に
機

械
を
フ
ル
に
動
か
し
て
最
高
二
十
五
頭
ま
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
十
五

頭
と
い
う
の
は
ま
あ
ま
あ
妥
当
な
数
だ
ろ
う
と
僕
も
思
う
。 

  

敗
戦
か
ら
始
ま
っ
た
幾
つ
か
の
経
済
好
景
気
（
一
九
五
五
～
六
年
の
神
武
景
気
、

一
九
五
九
～
六
一
年
の
岩
戸
景
気
そ
し
て
一
九
六
五
～
七
〇
年
の
い
ざ
な
ぎ
景

気
）
に
基
づ
い
た
急
速
な
発
展
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
消
費
文
化
の
変
化
は
経
済
の

面
の
み
で
は
な
く
、
当
然
、
個
人
の
レ
ベ
ル
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

（
１
５
）

モ
ノ

の
生
産
と
消
費
が
メ
イ
ン
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
モ
ノ

の
消
費
は
個
人
の
個
性
を
表
す
ツ
ー
ル
と
な
る
と
同
時
に
、
「
自
己
を
他
者
と
区

別
す
る
記
号
」
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
ボ
ー
ド
リ
ヤ

ー
ル
が
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
１
６
）

ボ
ー
ド
リ
ヤ

ー
ル
の
こ
の
消
費
社
会
論
は
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
社
会
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次
第
に
バ
ブ
ル
化
し
て
い
く
一
九
八
〇
年
代
の
日

本
社
会
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る
原
宏
之
の
論
は
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
概
念
と
明

ら
か
に
重
な
る
。

（
１
７
） 

 
 

 

顔
を
喪
失
し
た
社
会
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
（
徴
）
を
つ
か
え
る
こ
と
が
自
己

と
他
者
に
呈
示
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
り
（
あ
た
か
も
社
員
バ
ッ
ジ

の
よ
う
に
）
、
自
ら
の
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る

便
利
な

．
．
．
社
会
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ド
（
徴
）
に
よ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
と
、
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
な
演
出
に
よ
る
孤
独
感
か
ら
の
逃
亡
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
《
バ
ブ
ル
文
化
》
の
特
徴
の
一
面
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

こ
の
よ
う
に
「
踊
る
小
人
」
が
書
か
れ
た
当
時
の
日
本
社
会
の
場
合
で
も
、
モ

ノ
の
消
費
は
個
人
の
個
性
、
そ
し
て
自
己
を
他
人
と
区
別
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
と
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

さ
て
、
「
象
工
場
」
と
い
う
象
徴
的
な
工
場
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
踊
る
小
人
」

に
お
い
て
当
時
の
高
度
資
本
主
義
社
会
と
そ
の
消
費
文
化
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
物
語
は
最
終
的
に
、
そ
の
社
会
を
生
き
て
い

る
個
人
＝
「
僕
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
個
性
化
を
問
題
と
し
た
作
品
で
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
関
連
性
は
更
に
「
象
」
と
い
う
モ
ノ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
踊
る
小
人
」
の
発
表
の
翌
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
か
ら
よ
り

明
確
に
な
る
よ
う
に
、
村
上
の
初
期
作
品
群
に
お
い
て
「
象
」
そ
し
て
「
象
工
場
」

は
一
つ
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
り
、
個
人
の
心
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
体
現

す
る
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
山
根
由
美
恵
は
ハ
ー

ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の
博
士
の
説
明
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
、
象
工

場
を
「
心
＝
過
去
の
体
験
の
記
憶
の
集
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
思
考
シ
ス
テ

ム
」

（
１
８
）

と
し
て
解
釈
し
、
ま
た
「
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、
存
在
を
さ

さ
え
る
も
の
」
と
捉
え
る
。 
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象
工
場
が
存
在
を
支
え
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
作
ら

れ
て
い
る
象
は
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
欠
か
せ
な
い
一
つ
の
要
素
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
踊
る
小
人
」
の
象
工
場
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
生
産
（
個
性
を
表
す
た
め
の
消
費
の
対
象
と
な
る
モ
ノ
）
で
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
窺
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
村
上
が
「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て
魔

術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
よ
っ
て
照
射
す
る
現
実
の
問
題
の
一
つ
に
こ
の
消
費

社
会
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

三
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
を
描
く
「
踊
る
小
人
」 

  

『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
博
士
は
個
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
不
可
欠
な
も
の
は
過
去
の
体
験
の
「
記
憶
」
、
そ

し
て
歴
史
と
い
っ
た
集
合
的
記
憶
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
踊

る
小
人
」
の
主
人
公
（
そ
し
て
そ
の
周
囲
の
人
た
ち
）
の
場
合
は
、
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
形
成
の
基
盤
と
な
る
集
合
的
記
憶
が
喪
失
し
て
お
り
、
過
去
の
大
事
件
で

あ
っ
た
は
ず
の
革
命
と
そ
の
辺
り
の
出
来
事
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。
象
工
場
の
職
人
た
ち
が
通
っ
て
い
る
古
い
酒
場
を
紹
介
す
る
箇

所
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
現
在
権
力
を
握
っ
て
い
る
革
命
軍
に
よ
っ
て
「
皇
帝
や

そ
の
他
の
皇
族
の
う
つ
っ
た
写
真
や
、
あ
る
い
は
「
帝
政
的
」
と
み
な
さ
れ
た
写

真
は
ぜ
ん
ぶ
」
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
代
わ
り
に
革
命
の
写
真
や
「
象
工
場
を
占
拠

し
た
革
命
軍
の
写
真
、
工
場
長
を
吊
る
し
た
革
命
軍
の
写
真
」
な
ど
が
貼
ら
れ
て

い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
「
踊
る
小
人
」
の
世
界
に
お
い
て
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
革
命
以
前
の
歴
史
、
過
去
の
記
憶
が
排
除
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
権
力
を
握
っ
て
い
る
こ
の
革
命
軍
の
強
い
影
響
の
結
果
、
歴
史
が
操
作
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
小
人
と
革
命
の
関
係
を
問
う
「
僕
」
の
質
問

に
対
し
「
さ
あ
て
な
、
そ
れ
は
わ
し
に
も
よ
く
わ
か
ら
ん
」
、
「
噂
話
し
か
な
い
」

と
老
人
が
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
革
命
以
前
の
昔
の
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
革
命

の
辺
り
の
状
況
も
同
様
に
曖
昧
と
な
っ
て
お
り
、
大
活
躍
を
し
て
い
た
小
人
の
存

在
に
関
し
て
さ
え
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
置
か
れ
た

人
々
は
歴
史
と
い
っ
た
集
団
的
記
憶
が
断
片
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
必
要
と
な
る
一
つ
の
要
素
を
欠
い
て
い
る
と
言

え
る
。 

 

し
か
し
、
「
僕
」
は
こ
の
状
態
か
ら
夢
の
中
に
突
然
登
場
し
て
く
る
小
人
に
よ

っ
て
揺
り
起
こ
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
僕
」
は
こ
の
不
思
議
な
小
人
の
存
在

に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
小
人
の
こ
と
に
関
し
て
詳
し
く
調
べ
始
め
た
結
果
、

昔
か
ら
象
工
場
で
働
い
て
い
る
老
人
と
知
り
合
い
、
そ
し
て
彼
か
ら
小
人
の
昔
の

活
躍
と
革
命
に
つ
い
て
様
々
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
「
僕
」
は
小
人
の
登
場
を
き
っ
か
け
に
操
作
さ
れ
て
い
る
集
団
的
記

憶
の
断
片
を
集
め
始
め
、
自
分
の
損
壊
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
し

始
め
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
踊
る
小
人
」
は
描
い
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

マ
シ
ュ
ー
・
Ｃ
・
ス
ト
レ
チ
ャ
ー
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
論
考
を
ふ
ま
え
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
必
要
と
な
る
も
う
一
つ
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
他

者
に
よ
る
自
己
認
知
の
行
為
を
挙
げ
、
他
者
と
の
触
れ
合
い
の
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。

（
１
９
）

大
半
の
村
上
作
品
の
主
人
公
と
同
様
に
猫
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
独

身
の
「
僕
」
だ
が
、
小
人
が
二
回
目
の
夢
の
中
に
登
場
し
た
後
、
工
場
の
新
人
で

あ
る
美
し
い
女
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
必
死
に
な
り
、
小
人
と
危
険
な
契
約
ま

で
結
ん
で
し
ま
う
。
彼
女
を
な
ん
と
し
て
も
手
に
入
れ
る
こ
と
に
決
め
た
「
僕
」

は
舞
踏
会
で
踊
っ
て
い
る
彼
女
の
姿
を
眺
め
な
が
ら
「
も
し
僕
が
ひ
と
つ
の
夢
の
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た
め
に
別
の
夢
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
本
当
の
僕
は
い
っ
た
い
ど
こ

に
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
初
め
て
自
分
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な

る
。
つ
ま
り
、
他
者
で
あ
る
彼
女
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
本
当
の

存
在
＝
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
気
づ
く
よ
う
に
な
る
構
図
が
こ
の
箇
所
か
ら
窺

え
る
。 

 

小
人
を
体
に
入
ら
せ
た
「
僕
」
は
見
事
な
踊
り
を
披
露
し
た
結
果
、
彼
女
の
関

心
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
彼
女
に
キ
ス
を
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
小
人

に
襲
わ
れ
、
「
と
び
っ
き
り
綺
麗
な
」
女
の
子
の
顔
は
一
瞬
で
恐
ろ
し
く
変
身
し

て
し
ま
う
。
そ
れ
を
見
た
「
僕
」
は
恐
怖
を
感
じ
悲
鳴
を
あ
げ
た
い
が
、
彼
女
の

顔
の
腐
敗
が
小
人
の
ま
や
か
し
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
彼
女
に
キ
ス
す
る
。

お
か
げ
で
、
小
人
の
罠
に
落
ち
ず
、
自
分
の
体
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

物
語
は
こ
こ
で
幕
を
閉
じ
な
い
。 

 

自
分
の
存
在
に
気
づ
き
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
気
に
し
始
め
た
「
僕
」

は
、
小
人
と
関
わ
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
個
人
性
を
認
め
な
い
シ
ス
テ
ム
と
葛
藤

し
て
し
ま
い
、
革
命
軍
に
追
い
か
け
ら
れ
る
。
小
人
を
体
内
に
入
ら
せ
た
ら
、
永

遠
ま
で
気
楽
に
踊
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
選
択
肢
は
「
僕
」
に
許
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
状
態
か
ら
揺
り
起
こ
さ
れ
、
自
分
の
存
在

を
認
識
し
始
め
た
「
僕
」
は
当
然
な
が
ら
そ
れ
を
選
択
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

個
人
性
を
許
さ
な
い
シ
ス
テ
ム
を
体
現
す
る
革
命
軍
と
体
を
乗
っ
取
ろ
う
と
し
て

い
る
小
人
に
襲
わ
れ
つ
つ
、
「
僕
」
に
は
逃
げ
る
こ
と
し
か
な
く
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
村
上
が
「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
個
性
や

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
状
況
に
お
い
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

捜
し
求
め
る
個
人
の
私
闘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
そ
の
私
闘
で
は
夢
の
中

に
現
れ
て
く
る
小
人
が
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

の
「
踊
る
小
人
」
研
究
に
お
い
て
小
人
は
「
自
我
を
乗
っ
取
る
悪
霊
的
存
在
」
（
山

根
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
「
僕
」
が
小
人
の
登
場

に
よ
っ
て
自
分
の
存
在
に
気
づ
い
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
た
だ
の
「
悪
霊
」

よ
り
複
雑
な
存
在
と
し
て
現
前
化
し
得
る
。 

 

 

小
人
の
踊
り
は
他
の
誰
の
踊
り
と
も
違
っ
て
い
た
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば

小
人
の
踊
り
は
観
客
の
心
の
中
に
あ
る
普
段
使
わ
れ
て
い
な
く
て
、
そ
ん
な

も
の
が
あ
る
こ
と
を
本
人
さ
え
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
感
情
を
白
日
の
も

と
に
―
ま
る
で
魚
の
は
ら
わ
た
を
抜
く
み
た
い
に
―
ひ
っ
ぱ
り
出
す
こ
と
が

で
き
た
の
だ
。 

  

老
人
の
説
明
か
ら
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
小
人
が
踊
り
を
通
し
て
や
っ
て
い
る

の
は
無
理
矢
理
人
々
に
悪
質
な
行
動
を
促
す
こ
と
で
は
な
く
、
本
人
が
元
来
持
っ

て
い
る
感
情
を
「
白
日
の
も
と
」
に
引
っ
張
り
出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、

「
僕
」
の
場
合
、
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
の
は
自
分
の
（
潜
在
し
て
い
た
）
自
我
意

識
と
言
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
人
は
必
ず
し
も
悪
霊
的
な

存
在
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
小
人
が
体
現
し
て
い
る
の
は
、
自
己
表
現
（
個

性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
が
限
定
さ
れ
て
い
る
状
況
や
社
会
に
現
れ
る
、
個
人

の
中
に
沸
い
て
く
る
、
こ
の
不
快
な
状
態
か
ら
逃
げ
道
を
提
案
す
る
力
、
思
想
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

た
だ
し
、
逃
げ
道
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
（
例
え
ば
新
し
い
宗
教
や
政
治
的
運

動
な
ど
）
と
し
て
現
れ
て
来
る
と
言
っ
て
も
、
こ
の
小
人
、
ま
た
は
小
人
が
体
現

す
る
思
想
や
運
動
な
ど
が
持
つ
危
険
性
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
「
僕
」
は
、
小

人
を
体
内
に
入
ら
せ
、
自
分
の
体
を
小
人
に
譲
る
な
ら
、
何
も
考
え
る
必
要
が
な
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く
な
り
永
遠
ま
で
楽
に
踊
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
代
わ
り
に
自
分
の
自

由
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
村
上
は
「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て

象
徴
的
に
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
を
通
じ
て
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

良
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
は
村
上
の
他
の
作
品
に
も
よ
く
繰
り
返
さ
れ
て

お
り
、
そ
し
て
一
九
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
に
対
す
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
集
で
あ
る
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ン
ド
』
に
た
ど
り
着
く
重
要
な
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
。 

  

「
踊
る
小
人
」
の
「
架
空
世
界
」
か
ら
透
視
さ
れ
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
い
わ
ゆ

る
「
現
実
」
が
バ
ブ
ル
化
し
始
め
た
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
社
会
だ
と
す
れ
ば
、

本
作
品
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
当
時
の
事
情
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ス
ト
レ
チ
ャ
ー
は
村
上
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
中

心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
を
挙
げ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
村

上
自
身
の
み
で
は
な
く
、
村
上
の
世
代
が
共
有
し
て
い
る
問
題
と
し
て
把
握
す
べ

き
だ
と
論
じ
る
。

（
２
０
）

戦
争
の
苦
し
さ
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
村
上
（
の
世
代
）
に

と
っ
て
は
、
戦
争
の
悲
劇
を
体
験
し
た
親
の
世
代
と
は
異
な
り
、
裕
福
で
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
消
費
社
会
が
提
供
し
て
い
る
モ
ノ
の
消
費
だ
け
が
人
生
の
目
的
で
は

な
く
な
っ
た
結
果
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
基
盤
と
な
り
得
る
対
象

を
当
時
の
高
度
資
本
主
義
社
会
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
村
上
の
言
葉
を
使
う
な
ら
「
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
の
対
象
を
定
め
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
状
況
で
は
当
然
の

如
く
、
解
決
と
し
て
新
し
い
思
想
や
運
動
が
次
々
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
な
例
の
一
つ
が
六
〇
年
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
全
共
闘
運
動
で
あ

る
。
当
時
の
事
情
に
関
し
て
村
上
は
河
合
隼
雄
と
の
対
話
で
以
下
の
よ
う
に
語

る
。

（
２
１
） 

 

 

考
え
て
み
る
と
、
六
八
～
六
九
年
の
学
生
紛
争
、
あ
の
こ
ろ
か
ら
ぼ
く
に

と
っ
て
は
個
人
的
に
、
何
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題

だ
っ
た
ん
で
す
。
あ
の
こ
ろ
は
っ
き
り
し
た
政
治
的
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
そ
の
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
意
思
を
ど

う
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
と
い
う
方
法
論
に
な
る
と
、
選
択
肢
は
も
の
す
ご
く
少

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
れ
は
悲
劇
だ
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
よ
。 

 

結
局
、
あ
の
こ
ろ
は
、
ぼ
く
ら
の
世
代
に
と
っ
て
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の

時
代
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
た
た
き
つ
ぶ
さ
れ
る
べ
く

し
て
た
た
き
つ
ぶ
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
一
瞬
の
う
ち
に
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に

行
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
ぼ
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
ぼ
く
の
世
代

に
通
ず
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
す
る
ん
で
す
。 

  

な
お
、
川
本
三
郎
と
の
対
話
に
お
い
て
、
全
共
闘
運
動
の
一
つ
の
要
因
と
し
て

「
「
戦
後
体
制
」
の
崩
壊
」
ま
た
そ
れ
に
伴
う
個
人
的
な
混
乱
を
挙
げ
る
村
上
自

身
の
言
及
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
敗
戦
後
の
制
度
と
そ
の
価
値
観
（
親
の
時
代

の
価
値
観
）
の
破
壊
は
村
上
の
世
代
に
と
っ
て
や
は
り
混
乱
の
原
因
と
な
り
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
２
２
）

一
九

六
八
年
に
始
ま
っ
た
全
共
闘
運
動
は
一
つ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
対
象
、
目
的
と

し
て
現
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
に
圧
殺
さ
れ
た
結
果
、
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
形
成
の
基
盤
と
な
り
得
る
思
想
、
運
動
が
一
切
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
や

っ
て
く
る
の
は
以
前
よ
り
も
激
し
い
高
度
資
本
主
義
社
会
と
そ
の
特
徴
で
あ
る
消

費
文
化
、
そ
し
て
個
人
性
を
表
現
す
る
場
が
限
ら
れ
て
い
る
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
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ム
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
で
は
「
小
人
」
の
よ
う
な
転
覆
さ
せ
る
思
想
が
現

れ
て
来
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。 

  

お
わ
り
に 

 

  

こ
れ
ま
で
現
実
世
界
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
き
た
「
踊
る
小
人
」
は
、
実
際
に
現
実
か
ら
完
全
に
切
り
離
れ
た

物
語
で
は
な
く
、
一
九
八
〇
年
代
の
社
会
を
下
敷
き
に
、
村
上
の
世
代
が
共
有
し

て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
、
個
人
の
私
闘
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
で
あ
る
。

超
自
然
現
象
に
溢
れ
て
い
る
こ
の
「
踊
る
小
人
」
だ
が
、
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の

手
法
を
用
い
た
作
品
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
本
作
品
が
持
つ
現
実
性
、
「
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
」
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
ボ
ル
ヘ
ス
や
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
作

家
の
文
学
を
通
し
て
村
上
は
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
表
現
技
法
を
学

び
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
分
の
作
品
に
も
用
い
た
と
言
え
よ
う
。
一
九
八
〇
年
代
の

日
本
社
会
を
舞
台
に
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
様
々
な
不
条
理
的
な
登
場
人
物
や
出
来

事
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
上
は
自
分
が
生
き
て
い
る
現
実
の
複
雑
性
や

不
合
理
性
を
よ
り
明
確
に
焦
点
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
意
味
で
は
通
常
の
リ

ア
リ
ズ
ム
的
手
法
よ
り
現
実
的
に
そ
れ
を
描
写
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
つ
ま
り
、

「
踊
る
小
人
」
は
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
技
法
を
使
用
し
た
、
当
時
の
社
会

に
お
い
て
作
者
が
問
題
と
し
て
感
じ
て
い
た
テ
ー
マ
（
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
圧
倒

さ
れ
て
い
る
個
人
性
、
そ
し
て
そ
の
状
況
か
ら
逃
げ
道
と
し
て
現
れ
て
来
る
危
険

な
解
決
法
）
を
扱
っ
て
い
る
作
品
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

さ
ら
に
、
物
語
の
最
後
の
場
面
で
逃
げ
て
い
く
「
僕
」
の
姿
に
は
、
当
時
の
社

会
に
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
村
上
自
身
の
像
が
描
か

れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
村
上
は
河
合
隼
雄
に
当
時
の
気

持
ち
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

（
２
３
） 

 

 

一
例
を
あ
げ
る
と
、
日
本
に
い
る
あ
い
だ
は
、
も
の
す
ご
く
個
人
に
な
り

た
い
、
要
す
る
に
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
と
か
グ
ル
ー
プ
と
か
団
体
と
か
規
制

と
か
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
ほ
ん
と
に
逃
げ
て
逃
げ
て
逃
げ
ま
く
り
た
い
と

考
え
て
、
大
学
を
出
て
も
会
社
に
も
勤
め
な
い
し
、
独
り
で
も
の
を
書
い
て

生
き
て
き
て
、
文
壇
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
や
は
り
し
ん
ど
く
て
、
結
局
た
だ
、

ひ
と
り
で
小
説
を
書
い
て
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
三
年
く
ら
い
い
て
、
一
年
間
日
本
に
戻
っ
て
、

そ
れ
か
ら
今
度
は
ア
メ
リ
カ
に
三
年
少
し
い
て
、
そ
の
最
後
の
こ
ろ
か
ら
逆

に
、
自
分
の
社
会
的
責
任
感
み
た
い
な
も
の
を
も
っ
と
考
え
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。 

 

 

日
本
に
い
る
と
本
当
の
自
分
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
村
上
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
対
象
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
言
っ
て
も
い
い
）
を
見
つ
け
る
た
め
に
日
本
を
出
る
こ
と
に
す
る
。
「
踊
る
小

人
」
を
村
上
の
こ
の
選
択
肢
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
と
、
作
品
の
下
敷
き
に
、
一

九
八
〇
年
代
の
日
本
と
、
そ
し
て
そ
の
状
況
を
生
き
て
い
る
作
家
が
抱
い
て
い
る

問
題
が
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
作
品
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
問
題
や
そ
の
解
決
法
と
し
て
現
れ
る
危
険
性
を
持
つ
思
想
の
テ
ー
マ

は
、
村
上
の
一
つ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
一
九
八
四
年
以
降
に
書
か
れ
た
様

々
な
作
品
（
一
九
九
七
年
の
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ン
ド
』
や
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇

年
の
『
１
Ｑ
８
４
』
）
に
よ
り
深
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
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で
初
期
の
作
品
で
あ
る
「
踊
る
小
人
」
が
占
め
て
い
る
地
位
は
重
要
だ
と
言
え
よ

う
。 

  

注 （
１
）
早
川
香
世
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
反
転
す
る
「
現
実
」
― 

村
上
春
樹
「
踊
る
小
人
」

論
」
（
宇
佐
美
毅
・
千
田
洋
幸
編
『
村
上
春
樹
と
一
九
八
〇
年
代
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇

八
年
） 

（
２
）
中
村
三
春
「
代
表
作
を
読
む
、
二
」
（
『
村
上
春
樹
が
わ
か
る
。
』
朝
日
新
聞
社
、

二
〇
〇
一
年
） 

（
３
）
村
上
春
樹
「
か
え
る
く
ん
の
い
る
場
所
」
（
『
は
じ
め
て
の
文
学
』
文
藝
春
秋
、
二

〇
〇
六
年
） 

（
４
）Susan J. N

apier, The M
agic of Identity: M

agic Realism
 in M

odern 
Japanese Fiction , 

（in Zam
ora-Faris, M

agical Realism
, D

uke U
niv. Press, 

1995

）
引
用
は
私
訳
に
よ
る
。 

（
５
）
注
（
１
）
に
同
じ 

（
６
）
西
田
谷
洋
「
「
踊
る
小
人
」
の
近
代
」
（
「
国
語
国
文
学
報
」
第
七
〇
集
、
二
〇
一

二
年
三
月
） 

（
７
）
山
根
由
美
恵
「
村
上
春
樹
「
踊
る
小
人
」
論
―
ボ
ル
ヘ
ス
の
影
」
（
「
国
文
学
攷
」

第
二
〇
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
） 

（
８
）
中
山
幸
枝
「
村
上
春
樹
「
踊
る
小
人
」
論 

― 

近
年
の
作
品
に
つ
な
が
る
社
会
的

モ
チ
ー
フ
・
暴
力
・
自
己
の
問
題
」
（
「
近
代
文
学
試
論
」
第
四
五
号
、
二
〇
〇
七
年
一

二
月
） 

（
９
）Am

aryll B. Chanady, M
agical Realism

 and the Fantastic: Resolved 
Versus U

nresolved Antinom
y, N

ew
 York, G

arland 

（in M
. A. Bow

ers, 
M

agic(al) Realism
, Routledge, 2004

）
引
用
は
私
訳
に
よ
る
。 

（
10
）
寺
尾
隆
吉
『
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム 

二
〇
世
紀
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
小
説
』
（
水
声

社
、
二
〇
一
一
年
）1

2
8

頁 

（
11
）
同
右 

1
2
9

頁 

（
12
）
前
掲
寺
尾
隆
吉 

1
2
9

～1
3
0

頁 

（
13
）
注
（
１
）
に
同
じ 

（
14
）
横
尾
和
博
「
「
深
い
井
戸
」
と
い
う
キ
ー
・
ワ
ー
ド 

―
村
上
の
過
去
、
現
在
、
未

来
」
（
『
村
上
春
樹
Ｘ
九
〇
年
代
』
第
三
書
館
、
一
九
九
四
年
）1

5
4

頁 

（
15
）
原
宏
之
『
バ
ブ
ル
文
化
論
―
〈
ポ
ス
ト
戦
後
〉
と
し
て
の
一
九
八
〇
年
代
』
（
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）6

頁 

（
16
）
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』
（
今
村
仁
司
・ 

塚
原
史

訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
原
著
、La société de consom

m
ation : ses 

m
ythes, ses structures 

一
九
七
〇
年
） 

（
17
）
前
掲
原
宏
之9

3

～9
4

頁 

（
18
）
注
（
７
）
に
同
じ 

（
19
）M

atthew
 C. Stretcher, M

agical Realism
 and the Search for Identity in 

the Fiction of M
urakam

i H
aruki  

(Journal of Japanese Studies, Vol. 25, 
N

o.2. 1999 Sum
m

er) 

（
20
）
同
右 

（
21
）
河
合
隼
雄
・
村
上
春
樹
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
（
新
潮
社
、
一

九
九
六
年
）1

9

～2
0

頁 

（
22
）
「
「
物
語
」
の
た
め
の
冒
険
」
（
「
文
學
界
」
一
九
八
五
年
八
月
号
） 

（
23
）
前
掲
河
合
隼
雄
・
村
上
春
樹 

1
4

～1
5

頁 

 

【
付
記
】
本
稿
は
第
五
一
回
広
島
近
代
文
学
研
究
会
（
二
〇
一
四
年
九
月
一
三
日 

於
県
立

広
島
大
学
）
で
報
告
し
た
口
頭
発
表
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴

し
た
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
「
踊
る
小
人
」
か
ら
の
引
用
文

は
初
出
（
「
新
潮
」
一
九
八
四
・
一
）
に
拠
っ
た
。 

 

（D
alm

i K
atalin

 

広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
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