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小　

網　

亜　

紀

一　

は
じ
め
に

　

村
上
春
樹
（
以
下
村
上
）
の
作
品
の
受
容
の
さ
れ
方
は
、
日
本
と
外
国
で
全
く

異
な
る
。
簡
潔
に
言
う
と
、
村
上
作
品
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
極
め
て
ア
メ
リ

カ
的
な
作
品
と
し
て
、
逆
に
外
国
で
は
極
め
て
日
本
的
な
作
品
と
し
て
受
容
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
、
本
論
考
は
、
村
上
作
品
と
日
本
の
近
代
文
学
作
品

と
の
共
通
点
を
見
い
だ
し
、
村
上
作
品
の
中
に
諸
外
国
の
読
者
が
感
じ
て
い
る
よ

う
な
日
本
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
相
違
点
を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
り
、
村
上
作
品
の
独
自
性
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
。

　

こ
の
考
察
を
よ
り
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め
、
作
品
の
比
較
は
村
上
の
『
風
の

歌
を
聴
け
』『
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』（
以
下
、
こ

の
三
作
品
を
ま
と
め
て
言
う
場
合
は
「
初
期
三
部
作
」
と
呼
ぶ
）
と
、
三
島
由
紀

夫
（
以
下
三
島
）
の
『
金
閣
寺
』
を
取
り
上
げ
た
。
初
期
三
部
作
は
村
上
作
品
に

お
い
て
特
に
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、『
金

閣
寺
』
は
、
そ
の
作
品
が
世
界
四
〇
カ
国
以
上
で
翻
訳
さ
れ
、
日
本
の
作
家
と
し

て
世
界
に
知
ら
れ
て
い
る
三
島
の
代
表
作
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

二　

村
上
作
品
の
受
容
の
違
い

　

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
と
外
国
で
は
村
上
作
品
の
受
け
止
め
方
が
異
な

る
。
ま
ず
日
本
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
論
考
が

多
数
を
占
め
る
。
そ
れ
は
一
九
七
九
年
に
デ
ビ
ュ
ー
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
が
群

像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
た
時
の
丸
谷
才
一
の
「
選
評
」
か
ら
始
ま
り
、
現
在
ま

で
続
い
て
い
る
。
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
文
学
の
作
家
は
、
カ
ー

ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
（
注
１
）、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ロ
ー
テ
ィ
ガ
ン
（
注
２
）
ス
コ
ッ
ト
・

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
（
注
３
）、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
（
注
４
）、
レ
イ
モ
ン
ド
・

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
（
注
５
）、
レ
イ
モ
ン
ド
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
（
注
６
）
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
類
似
点
を
指
摘
す
る
根
拠
は
主
に
二
点
あ
る
。
一
つ
め
は
、
村
上
の

使
用
す
る
文
体
の
特
徴
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
村
上
自
身
の
発
言
で
あ
る
。
村
上
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五
七

の
文
体
は
全
体
的
に
セ
ン
テ
ン
ス
が
短
く
、
カ
タ
カ
ナ
語
や
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
頻

繁
に
用
い
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
「
僕
」
と
い
う
人
称
代
名
詞
を
用
い
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
国
文
学
の
翻
訳
の
文
体
に
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
、
雑
誌
や
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
を
好
ん
で
読

む
こ
と
、
逆
に
日
本
の
近
代
文
学
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な

い
と
い
う
内
容
の
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
外
国
に
お
い
て
は
極
め
て
日
本
的
な
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
例
え
ば
ソ
連
の
『
現
代
の
外
国
文
学
』
と
い
う
雑
誌

の
一
九
八
〇
年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
Ｇ
・
ド
ゥ
キ
ナ
の
書
評
で
は
、「『
風

の
歌
を
聴
け
』
と
い
う
小
説
に
は
、
日
本
古
来
の
憂
い
に
満
ち
た
魅
惑―

〈
モ
ノ

ノ
ア
ワ
レ
〉
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
り
（
注
７
）、
村
上
作
品
の
英
訳
本
の
表

紙
が
、
歌
舞
伎
役
者
風
の
人
物
が
見
得
を
切
っ
た
よ
う
な
イ
ラ
ス
ト
で
飾
ら
れ
て

い
た
り
す
る
（
注
８
）。

　

以
上
の
よ
う
に
村
上
作
品
は
日
本
人
の
読
者
に
は
極
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
作
品

と
し
て
読
ま
れ
、
諸
外
国
の
読
者
に
は
極
め
て
日
本
的
な
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
村
上
の
発
言
に
お
い
て
も
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ

う
な
、
日
本
文
学
に
対
し
て
明
ら
か
な
嫌
悪
感
を
示
す
発
言
が
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
作
品
を
書
く
上
で
無
意
識
の
う
ち
に
日
本
文
学
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
発
言
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
幼
い
頃
父
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
琵
琶
湖
畔
に
あ
る
芭
蕉
庵
で
の
体
験

を
つ
づ
っ
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
村
上
は
、「
死
は
存
在
す
る
、
し
か
し
恐
れ
る

こ
と
は
な
い
、
死
と
は
変
形
さ
れ
た
生
に
過
ぎ
な
い
の
だ
」
と
感
じ
た
こ
と
を
告

白
し
て
い
る
（
注
９
）
が
、こ
の
村
上
少
年
が
感
じ
た
こ
と
は
日
本
独
特
の
「
無
常
感
」

に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
村
上
作
品
の
中
で
死
者
が
登
場
し
、
現
実
世
界

の
登
場
人
物
と
交
流
す
る
場
面
が
数
多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
本
論
考
で
扱
う
初
期
三
部
作
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
村
上
自
身
が
日
本
の
作
品
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
の
次
元
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
日
本
の
作
品
に

影
響
を
受
け
て
い
る
事
を
示
す
一
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
に
も
日
本
文
学
と
の

共
通
性
が
見
出
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
具
体
的
に
三
島
の
『
金
閣
寺
』
と
の
比
較
を
試
み
る
。
こ
の
比
較

に
際
し
、
先
行
す
る
比
較
研
究
と
本
論
考
と
は
多
少
比
較
内
容
が
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
村
上
と
三
島
の
作
品
比
較
に
つ
い
て
は
久
居
つ

ば
き
や
佐
藤
幹
夫
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
い
る
が
（
注
10
）、
両
氏
の
論
考
は

村
上
が
三
島
と
い
う
作
家
自
身
を
意
識
し
て
作
品
を
書
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
を

行
う
こ
と
を
主
眼
に
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
論
考
は
作
品
同
士

を
比
較
し
、
共
通
点
や
相
違
点
を
見
い
だ
す
も
の
で
あ
る
。

三　

村
上
の
初
期
三
部
作
と
『
金
閣
寺
』
の
共
通
点

　

で
は
具
体
的
な
比
較
に
入
る
前
に
作
品
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
お

く
。

　

村
上
の
『
風
の
歌
を
聴
け
』（
以
下
『
風―

』）
は
、
村
上
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で

あ
り
、
一
九
七
九
年
第
二
二
回
群
像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
続
く



五
八

『
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』（
以
下
『
ピ
ン
ボ
ー
ル
』）
は
、
一
九
八
〇
年
三

月
「
群
像
」
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。『
風―

』
の
後
日
談
で
あ
り
、
題
名

通
り
一
九
七
三
年
の
出
来
事
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

（
以
下
『
羊―

』）
は
一
九
八
二
年
八
月
に
「
群
像
」
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
三

つ
の
作
品
は
村
上
が
作
家
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
三
年
ほ
ど
で
書
き
上
げ
た「
僕
」と「
鼠
」

の
物
語
で
あ
り
、「
僕
」
の
二
〇
代
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
ほ
ぼ
時
系
列
に
沿
っ

て
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
三
島
の
『
金
閣
寺
』
は
、
雑
誌
「
新
潮
」
に
一
九
五
六
年
一
月
か
ら

一
〇
月
ま
で
連
載
さ
れ
、
翌
年
一
月
に
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
た
た
長
編
小
説
で

あ
り
、
三
島
の
代
表
作
と
呼
べ
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
金
閣
寺
の
徒
弟
で
吃
音

の
あ
る
溝
口
と
い
う
青
年
が
、
様
々
な
体
験
を
経
て
最
期
に
金
閣
寺
に
放
火
を
す

る
と
い
う
、
実
際
に
あ
っ
た
事
件
を
元
に
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
村
上
の
初
期
三
部
作
と
三
島
の
『
金
閣
寺
』
と
を
具
体
的
に
本
文
に

即
し
て
比
較
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
文
引
用
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
引
用
部

分
冒
頭
に
省
略
し
て
記
す
。

　

ま
ず
共
通
点
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
主
人
公
で
あ
り
作
品
の
語
り
手

で
も
あ
る
「
僕
」
と
溝
口
が
、
そ
れ
ぞ
れ
幼
い
こ
ろ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上

の
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、
成
長
し

て
か
ら
も
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
取
れ
な
い
。

（
金
）
体
も
弱
く
、
駈
足
を
し
て
も
鉄
棒
を
や
つ
て
も
人
に
負
け
る
上
に
、

生
来
の
吃
り
が
、
ま
す
ま
す
私
を
引
込
思
案
に
し
た
。

（
風
）
小
さ
い
頃
、
僕
は
ひ
ど
く
無
口
な
少
年
だ
っ
た
。
両
親
は
心
配
し
て
、

僕
を
知
り
合
い
の
精
神
科
医
の
家
に
連
れ
て
い
っ
た
。（
中
略
）一
四
歳
に

な
っ
た
春
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
ま
る
で
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
僕
は

突
然
し
ゃ
べ
り
始
め
た
。

　

こ
の
両
作
品
の
「
私
」
と
「
僕
」
の
体
験
は
、
一
見
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、実
は
臨
床
心
理
学
の
立
場
か
ら
見
る
と
、ど
ち
ら
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
障
害
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
症
状
だ
と
い
う
。
溝
口
の
症
状
は
吃
音
と
呼

ば
れ
る
症
状
で
あ
り
、「
僕
」
は
緘
黙
症
、
特
に
場
面
緘
黙
症
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
吃
音
」
と
は
、『
児
童
臨
床
心
理
学
事
典
』（
注
11
）
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

　

発
語
に
あ
た
り
、
躊
躇
・
引
伸
し
・
繰
返
し
・
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
、
流
暢
さ

を
欠
く
話
し
方
を
示
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
注
意
を
話
し
言
葉
や
、
話
し
方
に
集

中
す
る
た
め
、
聞
き
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
妨
害
さ
れ
、
努
力
性

発
語
、
け
い
れ
ん
性
発
語
な
ど
を
生
ず
る
結
果
、
対
人
的
不
適
応
や
感
情
的

問
題
（
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
・
不
安
・
恐
れ
・
劣
等
感
な
ど
）
を
も
た
ら

す
と
き
、
こ
れ
を
「
吃
（
ど
も
）
り
」
と
称
す
る
。

　

一
方
の
「
僕
」
の
症
状
と
し
て
表
れ
て
い
る
「
緘
黙
症
」
に
つ
い
て
は
、『
心

理
臨
床
大
事
典
』（
注
12
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

本
来
的
に
は
言
語
能
力
を
有
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
を
発
し
な
い
状
態
を
い

い
、（
中
略
）
一
般
に
は
心
因
性
の
も
の
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。（
中
略
）
緘

黙
症
は
単
に
こ
と
ば
だ
け
で
な
く
、
行
動
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。



五
九

　

三
島
作
品
の
溝
口
に
は
吃
音
が
あ
る
た
め
に
対
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
と

い
う
体
験
が
作
品
中
に
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
作
品
の
主
題

と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
溝
口
が
自
己
と
他
者
と
の
隔
た
り
を
感
じ
た
り
、
自

己
が
美
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
と
強
く
認
識

し
て
い
っ
た
り
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
こ
れ
ら
の
気
持
ち
が
溝
口
を
金
閣
の
放
火
と
い
う
行
為
に
向
か
わ
せ
る
。

　

ま
た
、
村
上
作
品
の
「
僕
」
に
つ
い
て
は
、
緘
黙
症
の
症
状
は
幼
い
頃
に
一
度

経
験
し
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、物
語
の
中
に
出
て
く
る
「
僕
」

と
友
人
と
の
会
話
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
体
験
が
「
僕
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

（
風
）
僕
た
ち
は
港
の
近
く
に
あ
る
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
り
、
簡
単
な

食
事
を
済
ま
せ
て
か
ら
ブ
ラ
デ
ィ
ー
・
マ
リ
ー
と
バ
ー
ボ
ン
を
注
文
し
た
。

「
本
当
の
こ
と
を
聞
き
た
い
？
」

彼
女
が
そ
う
訊
ね
た
。

「
去
年
ね
、
牛
の
解
剖
を
し
た
ん
だ
」

（
中
略
）

彼
女
は
少
し
笑
っ
て
唇
を
す
ぼ
め
、
し
ば
ら
く
僕
の
顔
を
見
つ
め
た
。

「
わ
か
っ
た
わ
。
何
も
言
わ
な
い
。」

僕
は
肯
い
た
。

　

こ
れ
は
、「
僕
」
と
親
し
く
な
っ
た
「
小
指
の
な
い
女
の
子
」
が
急
に
連
絡
を

断
ち
、
一
週
間
後
に
再
会
し
た
場
面
で
の
会
話
で
あ
る
。「
小
指
の
な
い
女
の
子
」

は
「
僕
」
に
、子
供
を
堕
ろ
し
た
こ
と
を
告
白
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、「
僕
」

は
こ
れ
か
ら
深
刻
な
話
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
敏
感
に
察
知
し
、
そ
の
話
題
を

回
避
し
よ
う
と
し
て
、全
く
違
う
話
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
『
風―

』

の
後
半
、「
鼠
」
が
交
際
し
て
い
た
女
性
と
別
れ
た
後
、
自
分
の
心
の
弱
さ
に
気

づ
き
、
何
と
か
強
い
心
を
持
ち
た
い
と
相
談
を
も
ち
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
強

い
人
間
な
ん
て
ど
こ
に
も
居
や
し
な
い
、
強
い
振
り
の
で
き
る
人
間
が
居
る
だ
け

さ
」
と
言
い
、「
鼠
」
を
怒
ら
せ
て
し
ま
う
場
面
も
あ
る
。
幼
い
頃
の
「
僕
」
が

心
因
性
に
よ
る
緘
黙
症
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
成
長
し
た
後
に
も
、
他

人
と
深
く
関
わ
る
こ
と
で
自
分
が
傷
つ
く
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
よ

う
な
態
度
を
取
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。ま
た
、こ
の「
僕
」

の
物
語
は
、そ
も
そ
も「
自
己
療
養
」の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（
注
13
）
か
ら
、

「
僕
」
の
人
生
に
お
い
て
何
度
か
深
く
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
経
験
を
持
つ
こ
と
は

容
易
に
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

共
通
点
の
二
つ
目
は
、
絶
対
的
な
観
念
が
登
場
人
物
を
襲
う
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
の
展
開
で
あ
る
。『
金
閣
寺
』
に
お
い
て
は
、
美
と
い
う
絶
対
的
な
観
念
と
、
そ

の
観
念
の
象
徴
と
し
て
の
金
閣
寺
が
登
場
し
、初
期
三
部
作
に
お
い
て
は
『
羊―

』

に
お
い
て
、
人
間
を
支
配
し
、
自
分
の
「
観
念
の
王
国
」
を
築
こ
う
と
す
る
邪
悪

な
「
羊
」
が
登
場
す
る
。

（
金
）
…
…
私
は
や
う
や
く
手
を
女
の
裾
の
は
う
へ
辷
ら
せ
た
。

そ
の
と
き
金
閣
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。

威
厳
に
み
ち
た
、
憂
鬱
な
繊
細
な
建
築
。
剥
げ
た
金
箔
を
そ
こ
か
し
こ
に
残

し
た
豪
奢
の
亡
骸
の
や
う
な
建
築
。
近
い
と
思
へ
ば
近
く
、
親
し
く
も
あ
り
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隔
た
つ
て
も
ゐ
る
不
可
解
な
距
離
に
、
い
つ
も
澄
明
に
浮
ん
で
ゐ
る
あ
の
金

閣
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
下
宿
の
娘
は
遠
く
小
さ
く
、
塵
の
や

う
に
飛
び
去
つ
た
。
娘
が
金
閣
か
ら
拒
ま
れ
た
以
上
、
私
の
人
生
も
拒
ま
れ

て
ゐ
た
。
隈
な
く
美
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
人
生
へ
手
を
延
ば
す
こ
と
が
ど
う

し
て
で
き
よ
う
。（
中
略
）
娘
は
私
の
突
然
の
気
後
れ
に
、
白
い
目
を
投
げ

て
身
を
起
し
た
。

　

普
段
の
金
閣
は
溝
口
に
そ
の
本
当
の
美
し
さ
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

溝
口
が
柏
木
に
誘
わ
れ
て
悪
の
道
に
進
も
う
と
し
た
と
き
、
美
の
象
徴
と
し
て
の

金
閣
が
溝
口
の
現
前
に
表
れ
、
そ
れ
を
阻
む
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
溝
口
は
何
度

も
同
じ
経
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
羊
）「
君
は
頭
が
い
い
」
と
男
は
言
っ
て
膝
の
上
で
指
を
組
ん
だ
。
そ
し
て

指
先
で
ゆ
っ
く
り
と
し
た
リ
ズ
ム
を
刻
ん
だ
。「
公
団
住
宅
の
話
は
も
ち
ろ

ん
た﹅

と﹅

え﹅

だ
。
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ば
、
組
織
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ

て
い
る
。
前
に
進
む
た
め
の
部
分
と
、
前
に
進
ま
せ
る
た
め
の
部
分
だ
。
前

に
進
む
部
分
が
『
意
志
部
分
』
で
、
前
に
進
ま
せ
る
部
分
が
『
収
益
部
分
』

だ
。（
中
略
）意
志
は
分
割
さ
れ
得
な
い
。
百
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
継
が
れ
る
か
、

百
パ
ー
セ
ン
ト
消
滅
す
る
か
だ
」

「『
意
志
』
と
は
何
で
す
か
？
」
と
僕
は
訊
ね
て
み
た
。

「
空
間
を
統
御
し
、
時
間
を
統
御
し
、
可
能
性
を
統
御
す
る
観
念
だ
」

　
『
羊―

』
に
は
、題
名
の
通
り
、背
中
に
星
形
の
斑
文
が
つ
い
た
羊
が
登
場
す
る
。

こ
の
羊
は
「
羊
的
思
念
」
を
具
現
す
る
た
め
に
、
人
間
の
脳
内
に
棲
み
着
き
、
そ

の
人
の
行
動
を
操
作
す
る
。
右
の
引
用
部
分
に
は
「
羊
」
が
残
し
て
い
っ
た
思
念

が
「
空
間
を
統
御
し
、
時
間
を
統
御
し
、
可
能
性
を
統
御
す
る
観
念
」
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
羊
」
と
い
う
の
は
物
語
上
、
本
当
の
動
物
の
羊
と
し
て
形
容
さ
れ
そ
の
羊

が
体
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
設
定
の
た
め
、
決
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
描
き

方
で
は
な
い
が
、『
金
閣
寺
』に
お
け
る
金
閣
と
同
じ
影
響
を「
僕
」に
及
ぼ
し
て
い
る
。

溝
口
が
悪
の
道
に
進
も
う
と
す
る
の
を
阻
む
金
閣
寺
と
、
悪
の
地
下
組
織
を
作
り

上
げ
よ
う
と
し
て
人
の
体
に
入
り
込
む
「
羊
」
で
は
、
そ
の
観
念
の
質
に
つ
い
て
言

え
ば
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
人
間
を
支
配
し
よ

う
と
す
る
絶
対
的
な
観
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
村
上
の
初
期
三
部
作
と
三
島
の
『
金
閣
寺
』
は
、
一
見
、
全
く

異
な
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
た
め
に
、
共
通
点
は
全
く
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
作
品
同
士
を
子
細
に
比
較
し
て
み
る
と
、
作
品
の
重
要
な
位
置
を

占
め
る
テ
ー
マ
で
あ
る
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
や
絶
対
的
な

観
念
の
支
配
と
い
う
問
題
が
描
か
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
そ

の
テ
ー
マ
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
村
上
の
作
品
と
三
島
の
作
品
の
結
末
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
次

は
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
再
び
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
具
体
的
に
示
し
た
後
、

な
ぜ
異
な
る
結
末
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

四　

村
上
の
初
期
三
部
作
と
『
金
閣
寺
』
の
相
違
点

　

両
氏
の
作
品
の
相
違
点
と
は
、
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
観
念
へ
ど
う
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立
ち
向
か
っ
て
行
く
か
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

悪
の
道
へ
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
『
金
閣
寺
』
の
溝
口
は
、
自
分
が
悪
の

道
へ
進
む
こ
と
を
厳
格
な
美
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
阻
む
金
閣
に
対
し
て
次
の
よ

う
に
呼
び
か
け
、
火
を
放
つ
。

（
金
）「
い
つ
か
き
つ
と
お
前
を
支
配
し
て
や
る
。
二
度
と
私
の
邪
魔
を
し
に

来
な
い
や
う
に
、
い
つ
か
は
必
ず
お
前
を
わ
が
も
の
に
し
て
や
る
ぞ
」

　

初
め
の
計
画
で
は
金
閣
に
火
を
放
っ
た
後
、
そ
の
最
上
階
に
あ
る
究
竟
頂
で
金

閣
と
共
に
死
ぬ
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
火
を
放
っ
て
究
竟
頂
に

行
っ
て
み
る
と
、
い
つ
も
は
簡
単
に
開
く
は
ず
の
扉
が
堅
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

ど
う
し
て
も
扉
が
開
か
ず
、
死
に
場
所
を
失
っ
た
溝
口
は
裏
山
に
逃
げ
、
生
き
る

こ
と
を
選
択
す
る
。
こ
う
し
た
溝
口
の
一
連
の
行
動
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

溝
口
は
金
閣
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
焼
失
さ
せ
る
こ
と
で
逆
に
金
閣
を
支

配
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
が
、
結
局
は
美
し
さ
が
損
な
わ
れ
た
実
際
の
金
閣
に

よ
っ
て
、
溝
口
の
意
識
の
中
に
あ
る
金
閣
の
美
し
さ
が
よ
り
際
だ
つ
こ
と
に
な
る

た
め
、
以
前
よ
り
も
強
く
美
の
象
徴
と
し
て
の
金
閣
に
支
配
さ
れ
な
が
ら
残
り
の

人
生
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
溝
口
は
絶
対
的
な
観
念
を
一
度
は
拒
否

し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
観
念
に
屈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
『
金
閣
寺
』
の
結
末
と
は
逆
に
『
羊―

』
で
は
、「
羊
」
に
体
に
入

り
込
み
、
精
神
ま
で
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
鼠
」
が
、
ま
だ
支
配
さ
れ
ず
に

残
っ
て
い
る
自
我
の
働
き
に
よ
っ
て
、「
羊
」
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
共
に
死
ぬ

こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、「
鼠
」
は
自
分
の
命
を
絶
っ
て
ま
で
、
絶
対
的

な
観
念
の
支
配
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
羊
）「
簡
単
に
言
う
と
、
俺
は
羊
を
呑
み
込
ん
だ
ま
ま
死
ん
だ
ん
だ
」
と
鼠

は
言
っ
た
。「
羊
が
ぐ
っ
す
り
と
寝
込
む
の
を
待
っ
て
か
ら
台
所
の
は
り
に

ロ
ー
プ
を
結
ん
で
首
を
吊
っ
た
ん
だ
。
奴
に
は
逃
げ
だ
す
暇
も
な
か
っ
た
」

　

鼠
は
も
う
一
度
手
の
ひ
ら
を
こ
す
り
あ
わ
せ
た
。「
俺
は
き
ち
ん
と
し
た

俺
自
身
と
し
て
君
に
会
い
た
か
っ
た
ん
だ
。
俺
自
身
の
記
憶
と
俺
自
身
の
弱

さ
を
持
っ
た
俺
自
身
と
し
て
ね
。
君
に
暗
号
の
よ
う
な
写
真
を
送
っ
た
の
も

そ
の
せ
い
な
ん
だ
。
も
し
偶
然
が
君
を
こ
の
土
地
に
導
い
て
く
れ
る
と
し
た

ら
、
俺
は
最
後
に
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
っ
て
ね
」

　
「
羊
」
は
、「
鼠
」
に
右
翼
の
大
物
の
築
き
上
げ
た
権
力
機
構
を
引
き
継
が
せ
る

た
め
に
、「
鼠
」
の
心
の
弱
さ
に
つ
け
込
ん
で
支
配
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
「
鼠
」

は
、「
俺
自
身
の
記
憶
と
俺
自
身
の
弱
さ
を
持
っ
た
俺
自
身
と
し
て
」「
僕
」
に
会

い
た
い
と
願
い
、「
羊
」
を
滅
ぼ
す
た
め
に
共
に
死
ぬ
こ
と
を
選
ぶ
。「
鼠
」
は
自

分
の
弱
さ
も
受
け
容
れ
な
が
ら
、
絶
対
的
な
観
念
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま

さ
に
命
が
け
で
自
分
自
身
で
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
溝

口
が
、
自
分
に
吃
音
が
あ
る
こ
と
や
、
容
姿
の
醜
さ
な
ど
と
い
っ
た
あ
り
の
ま
ま

の
自
分
を
受
け
容
れ
ず
、
自
己
を
確
立
し
な
い
ま
ま
に
美
の
象
徴
と
し
て
の
金
閣

寺
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
逆
に
美
の
観
念
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
一
生
を
過

ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、「
鼠
」
は
、
弱
さ
も
含

め
た
自
分
と
い
う
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
手
段
が
死
で
あ
っ
た
に

し
て
も
、
絶
対
的
な
観
念
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

い
か
に
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
容
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
他
か
ら
押

し
つ
け
ら
れ
た
観
念
に
対
し
て
屈
す
る
の
か
、
あ
く
ま
で
拒
否
で
き
る
の
か
と
い
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う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
金
閣
寺
』
と
『
羊―

』
の
主
要
テ
ー
マ
は
、「
絶

対
的
な
観
念
か
ら
の
支
配
」
と
い
う
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
溝
口
は
絶
対
的
な
観
念
に
支
配
さ
れ
た
ま
ま
生
き
続
け
、「
鼠
」
は

絶
対
的
な
観
念
を
拒
否
し
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
正
反
対
の
結
末
に
な
っ
て
い

る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き

た
か
ど
う
か
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
何
故
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
作
品
の
時
代
背
景
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

こ
の
作
品
を
作
り
上
げ
た
作
家
独
自
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
金
閣
寺
』
の
時
代
設
定
は
、
昭
和
一
六
年
頃
か
ら
昭
和
二
五
年
で
あ
り
、
分

か
り
や
す
く
言
え
ば
太
平
洋
戦
争
前
後
で
あ
る
。
特
に
そ
の
う
ち
の
昭
和
一
〇
年

か
ら
二
〇
年
ま
で
は
、日
本
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
が
人
々
を
支
配
し
て
い
た
。

　

思
想
統
制
さ
れ
、
少
し
で
も
反
政
府
的
、
半
国
策
的
な
思
想
を
持
つ
も
の
は
処

罰
さ
れ
て
し
ま
う
世
の
中
で
は
、
自
分
の
個
性
を
認
め
る
で
あ
る
と
か
、
ま
し
て

や
そ
う
し
た
個
性
を
互
い
に
認
め
あ
う
と
い
っ
た
風
潮
は
全
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
う
い
う
社
会
の
中
で
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
た
と

え
自
分
に
は
受
け
容
れ
が
た
い
絶
対
的
な
観
念
に
支
配
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と

し
て
も
、受
け
容
れ
る
し
か
な
く
、ま
し
て
や
拒
否
を
す
る
と
い
う
道
は
選
ぶ
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
溝
口
に
と
っ
て
金
閣
を
燃
や
す
こ
と

は
、
絶
対
的
な
観
念
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
観

念
を
自
分
の
手
中
に
収
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
と

共
に
生
き
て
い
く
と
い
う
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
金
閣
寺
に
放
火
し
た
の
は
、
戦
後
の
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
直
後
の

時
期
と
い
う
物
語
の
設
定
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
約
五
年
が
経
過
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
溝
口
は
、
太
平
洋
戦
争
後
も
戦
前
の
観
念
に
引
き
ず
ら
れ
た

ま
ま
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
村
上
作
品
に
出
て
く
る
、
主
人
公
の
〈
僕
〉
と
友
人
の
〈
鼠
〉

は
一
九
四
八
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
小
説
の
主
な
舞
台
と
な
る
年
は
、
一
九
七
〇
年

か
ら
一
九
七
八
年
で
あ
る
。
こ
の
七
〇
年
代
は
一
説
に
よ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
世
界

が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
移
行
し
は
じ
め
る
時
期
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　

ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
と
い
う
哲
学
者
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
時
代
の
こ
と
を
、「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」
と
定
義
し
て
い
る
（
注
14
）。「
大
き

な
物
語
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
資
本
主
義
な
ど
の
よ
う
な
、

個
や
主
体
の
価
値
基
準
や
判
断
基
準
が
制
約
さ
れ
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
こ

と
で
あ
る
。
世
界
中
で
ど
ん
ど
ん
情
報
化
が
進
ん
で
い
く
の
に
伴
っ
て
、
人
々
は

社
会
全
体
を
覆
う
よ
う
な
「
大
き
な
物
語
」
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ

り
に
一
人
ひ
と
り
が
良
く
考
え
た
「
小
さ
な
物
語
」
を
作
り
出
し
て
い
く
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
代
と
村
上
の
初
期
三
部
作
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
村
上
の

描
い
た
「
鼠
」
は
、
絶
対
的
な
観
念
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
を
拒
否
し
、
あ
く

ま
で
も
自
分
自
身
の
「
小
さ
な
物
語
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
こ
で
は
「
鼠
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
「
僕
」
も
、

同
じ
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
僕
」
は
、
右
翼
団
体
か
ら
「
羊
」
を
探
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す
よ
う
に
圧
力
が
か
か
っ
た
と
き
に
は
拒
否
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

れ
が
友
人
の
「
鼠
」
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
い
た
と
き
、
そ
の
「
鼠
」
を

見
つ
け
出
す
手
段
と
し
て
「
羊
」
を
探
す
旅
に
出
た
か
ら
で
あ
る
。
右
翼
と
い
う

「
大
き
な
物
語
」
を
も
つ
団
体
の
圧
力
に
対
し
て
は
従
わ
ず
、「
僕
」
自
身
の
「
小

さ
な
物
語
」に
関
わ
る
友
人
を
救
出
す
る
目
的
で
北
海
道
へ
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
独
自
の
「
小
さ
な
物
語
」
を
作
り
出
し
て
い
く
と
い
う
行
為
は
、
自
己
肯

定
の
感
情
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

村
上
作
品
と
三
島
作
品
の
結
末
に
現
れ
た
違
い
の
原
因
と
し
て
二
つ
め
に
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
関
す
る
作
家
独
自
の
発
想
で
あ
る
。
三
島
の

場
合
、
美
の
象
徴
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

そ
の
美
し
さ
が
完
成
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
う
か
が
わ
れ
る

が
、
そ
う
し
た
発
想
を
持
つ
作
品
は
、『
金
閣
寺
』
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。「
孔
雀
」

（
注
15
）
と
い
う
作
品
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

幼
い
頃
か
ら
孔
雀
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
男
（
富
岡
）
が
あ
る
動
物
園

の
孔
雀
を
殺
し
た
容
疑
を
か
け
ら
れ
る
。
富
岡
と
刑
事
が
犯
人
逮
捕
の
た
め
動
物

園
で
見
張
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
幼
い
頃
の
富
岡
自
身
が
犬
に
孔
雀
を
襲
わ
せ
て
い

る
の
を
目
撃
す
る
と
い
う
、
怪
奇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
お

け
る
「
孔
雀
」
は
ま
さ
に
「
金
閣
寺
」
と
同
じ
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
富

岡
に
と
っ
て
「
孔
雀
」
は
美
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
現
実
に
お
け
る
存
在
そ
の
も

の
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
孔
雀
の
美
が
完
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

孔
雀
も
殺
さ
れ
た
後
、
富
岡
の
思
念
の
中
で
美
の
象
徴
と
し
て
生
き
続
け
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
村
上
に
も
初
期
三
部
作
と
似
た
作
品
が
あ
る
。「
踊
る
小
人
」（
注
16
）

と

い
う
短
編
で
あ
る
。
あ
る
日
、
主
人
公
の
「
僕
」
の
夢
の
中
に
「
踊
る
小
人
」
が

現
れ
、
い
ず
れ
「
僕
」
が
森
で
小
人
と
踊
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
予
言
す
る
。
そ

の
後
、「
僕
」
は
自
分
が
働
い
て
い
る
工
場
で
美
人
の
女
の
子
が
い
る
と
い
う
噂

を
耳
に
す
る
。「
僕
」は
そ
の
女
の
子
の
気
を
引
く
た
め
に
女
の
子
が
い
つ
も
通
っ

て
い
る
舞
踏
場
で
踊
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
再
び
夢
に
小
人
が
現
れ
、
小
人

が
「
僕
」
の
踊
り
を
助
け
る
代
わ
り
に
、「
僕
」
が
声
を
発
し
た
と
き
に
は
「
僕
」

の
体
を
乗
っ
取
る
と
言
う
。
結
局
「
僕
」
は
話
に
乗
り
、
女
の
子
を
誘
い
出
す
こ

と
に
成
功
す
る
。
と
こ
ろ
が
二
人
き
り
に
な
る
と
、
小
人
の
策
略
で
女
の
子
の
顔

が
崩
れ
始
め
る
。
し
か
し
「
僕
」
は
恐
怖
に
耐
え
、
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た

た
め
、
小
人
は
「
僕
」
の
体
か
ら
出
て
行
く
。
こ
の
「
小
人
」
が
「
羊
」
と
同
じ

よ
う
に
僕
を
支
配
し
、
操
ろ
う
と
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
主
人
公
が
そ
の
支
配
か

ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
点
で
、
似
た
よ
う
な
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
両
氏
の
作
品
に
お
け
る
結
末
の
違
い
は
、
作
品
の
時

代
背
景
と
共
に
作
家
の
発
想
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　

村
上
春
樹
の
作
品
は
、
本
人
の
発
言
や
群
像
新
人
賞
の
選
評
な
ど
の
影
響
も
あ

る
た
め
か
、
と
か
く
外
国
文
学
、
特
に
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
類
似
点
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　

し
か
し
、『
金
閣
寺
』
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
か
ら
の
影
響
と
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は
別
に
、
テ
ー
マ
に
関
し
て
日
本
の
近
代
文
学
作
品
の
中
に
も
共
通
点
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
や
、
絶
対
的
な
観
念
と
ど
う
立

ち
向
か
う
か
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
三
島
作
品
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
村
上
の
作
品
が
日
本
の
文
学
か
ら
全
く
乖
離
し
て
ア

メ
リ
カ
文
学
に
の
み
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
文
体

も
取
り
入
れ
な
が
ら
、
村
上
以
前
の
日
本
文
学
に
も
存
在
す
る
テ
ー
マ
を
描
い
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
も
、
状
況
設
定
や
ス
ト
ー
リ
ー
の

結
末
は
ま
る
で
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
違
い
は
、
作
品
の
背
景
と
な
る
時
代

や
村
上
と
三
島
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
発
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き

る
。
三
島
の
『
金
閣
寺
』
は
、
ま
さ
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
大
き
な
物
語
に

支
配
さ
れ
て
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
を
生
き
る
人
物
の
物
語
で
あ
り
、
村
上
の

初
期
三
部
作
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
か
ら
、
大
き
な
物
語
に
対
す
る
信
頼
が
な
く

な
る
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
へ
の
移
行
期
を
生
き
る
人
物
の
物
語
で

あ
る
。
そ
し
て
、
村
上
作
品
に
お
い
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
時
代
の
先
取

り
を
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
作
家
の
独
自
性
あ
る
い
は
時
代
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
本
論
考
に
お
い
て
は
、
近
代
文
学
に
お
け
る
「
絶
対
的
な
観
念
と
の
対

決
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
三
島
由
紀
夫
の
作
品
一
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て

論
じ
た
た
め
、
果
た
し
て
そ
の
三
島
の
『
金
閣
寺
』
だ
け
を
も
っ
て
し
て
日
本
の

近
代
文
学
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
て
良
い
の
か
、
と
い
う
点
に
お
い

て
は
課
題
が
残
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
作
家
に
ど
の
よ
う
な
「
絶
対
的
な
観
念

と
の
対
決
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

＊ 

本
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
村
上
の
初
期
三
部
作
に
お
い
て
は
『
村
上
春
樹
全

作
品
一
九
七
九
〜
一
九
八
九
』、『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
は
『
決
定
版
三
島
由
紀

夫
全
集
』
に
よ
る
。
ま
た
、
文
献
の
引
用
部
分
の
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

注
１　

Kurt Vonnegut

（1922 ‒

）素
朴
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
文
体
を
用
い
、
Ｓ

Ｆ
的
な
、
時
に
は
漫
画
的
な
発
想
も
自
由
に
取
り
入
れ
、
人
生
の
意
義
や
科

学
文
明
の
危
機
を
親
し
み
や
す
い
形
で
考
え
る
作
風
に
よ
っ
て
、
若
者
を
中

心
に
多
く
の
読
者
を
得
て
い
る
。

　

２　

Richard Brautigan

（1935
‒84

）
素
朴
で
単
純
平
明
な
構
成
、
文
体

で
現
代
ア
メ
リ
カ
で
す
で
に
失
わ
れ
た
自
然
と innocence 

の
夢
を
求
め

る
孤
独
な
若
者
た
ち
を
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
幻
想
風
に
描
き
、
六
十
年
代
の

反
体
制
派
の
若
者
の
代
弁
者
と
な
っ
た
。

　

３　

Scott Francis Fitzgerald

（1896
‒1940

）'Jazz Age' , 'Lost Generation'

　
　

を
代
表
す
る
小
説
家
の
一
人
。
二
十
年
代
、
人
び
と
は
伝
統
と
秩
序
に
挑
戦

し
て
自
由
を
求
め
た
が
、 Fitzgerald 

は
ま
さ
し
く
そ
の
代
弁
者
で
あ
り
、

象
徴
で
あ
っ
た
。

　

４　

Trum
an Capote

（1924
‒84

）巧
み
な
技
巧
と
優
雅
な
文
体
を
用
い
て

人
間
の
心
理
を
追
追
究
し
た
。
鋭
い
洞
察
力
を
み
ご
と
な
表
現
に
包
む
会
話
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の
名
手
で
も
あ
っ
た
。

　

５　

Raym
ond Chandler

（1888
‒1959

）Ham
m
ett , Ross M

acdonald 

と
と
も
に
、hard-boiled 

御
三
家
の
一
人
と
さ
れ
る
。

　

６　

Raym
ond Carver

（1938
‒88

）Chekhov 

や H
em
ingw

ay 

に
影
響

を
受
け
た
簡
潔
な
、
時
と
し
て
詩
的
な
文
体
は
、
希
望
の
な
さ
を
直
視
す
る

潔
癖
さ
を
持
ち
味
と
す
る
一
方
、
出
版
作
を
推
敲
、
改
稿
し
続
け
る
独
特
の

嗜
好
を
も
た
ら
し
た
。

　

７　

沼
野
充
義
の
指
摘
に
よ
る
。

　

８　

大
塚
英
志
の
指
摘
に
よ
る
。

　

９　
「
八
月
の
庵
僕
の
『
方
丈
記
』
体
験
」（『
太
陽
』
第
一
九
巻
第
二
号
／

一
九
八
一
年
九
月
一
二
日
／
平
凡
社
）

　

10　

久
居
つ
ば
き
に
つ
い
て
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
の
探
し
方　

村
上
春
樹
の
種

あ
か
し
』（
一
九
九
四
年
六
月
／
太
田
出
版
）
佐
藤
幹
夫
に
つ
い
て
は
『
村

上
春
樹
の
隣
に
は
三
島
由
紀
夫
が
い
つ
も
い
る
。』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
三
九
一
／

二
〇
〇
六
年
三
月
／
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）を
参
照
の
こ
と
。

　

11　
『
児
童
臨
床
心
理
学
事
典
』（
内
山
喜
久
雄
・
上
出
弘
之
・
高
野
清
純
・
小

川
捷
之
編
／
一
九　
　

七
四
年
二
月
二
五
日
／
岩
崎
学
術
出
版
）

　

12　
『
心
理
臨
床
大
事
典
』（
氏
原
寛
・
亀
口
憲
治
・
成
田
善
弘
・
東
山
紘
久
・

山
中
康
裕
編
／
一
九
九
二
年
一
一
月
／
培
風
館
）

　

13　
『
風―

』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
今
ま
で
の
人
生
で
幼
少
期
の
場
面
緘
黙
症

体
験
の
他
に
も
、
人
間
関
係
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験
し

た
こ
と
が
語
ら
れ
、
八
年
間
の
沈
黙
し
て
き
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
の
体
験
の
後
、「
自
己
療
養
へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
」
と
し
て
文
章
を

書
く
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。

　

14　

ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
条
件　

知
・
社
会
・
言
語
ゲ
ー
ム
』（
小
林
康
夫
訳
／
一
九
八
六
年
六
月
／
水
声
社
）

　

15　

一
九
六
五
年
二
月
「
文
学
界
」
初
出
の
短
編
小
説
。

　

16　

一
九
八
四
年
一
月
「
新
潮
」
初
出
の
短
編
作
品
。

（
こ
あ
み　

あ
き
／
岡
山
県
立
岡
山
大
安
寺
高
等
学
校
教
諭
）




