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文
学
の
読
み
方
　
　
さ
や
わ
か





序
　
章
　

そ
も
そ
も
何
が
文
学
な
の
か
？



『
火
花
』
は
文
学
で
は
な
い
？

　

こ
の
本
は
「
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
す
。

　

そ
ん
な
硬
そ
う
な
テ
ー
マ
の
本
、
あ
ま
り
面
白
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。

　

一
体
な
ぜ
、
そ
ん
な
本
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

だ
い
た
い
今
ど
き
、
文
学
の
こ
と
な
ん
て
、
気

に
し
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
の
に
。

　

２
０
１
５
年
、
お
笑
い
コ
ン
ビ
「
ピ
ー
ス
」
の
又ま

た

吉よ
し

直
樹
の
書
い
た
小
説
『
火
花
』
が
芥あ

く
た

川が
わ

賞
を
受
賞

し
た
こ
と
は
、
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。『
火
花
』
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
文
芸
誌
『
文
學
界
』（
文
藝

春
秋
）
２
０
１
５
年
２
月
号
は
売
れ
に
売
れ
て
、
昭
和
８
年
の
創
刊
以
来
は
じ
め
て
と
な
る
重
版
が
か
か
り
、

な
ん
と
こ
の
号
は
４
万
部
も
刷
ら
れ
た
そ
う
で
す
。『
火
花
』
が
単
行
本
に
な
っ
た
際
に
も
、
じ
ゃ
ん
じ
ゃ

ん
売
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
そ
の
勢
い
の
ま
ま
芥
川
賞
を
獲
り
、
後
に
は
発
行
部
数
が
２
０

０
万
部
を
突
破
し
て
い
ま
す
。
芥
川
賞
の
歴
史
に
お
い
て
受
賞
作
が
２
０
０
万
部
を
超
え
る
の
は
初
め
て

の
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
小
説
は
日
本
の
文
学
史
上
で
見
て
も
驚
く
べ
き
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
と

言
え
ま
す
。
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又
吉
は
、
以
前
か
ら
文
学
に
造ぞ

う

詣け
い

が
深
い
と
い
う
評
判
が
あ
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
出
演
時
な
ど
に
も
、

本
好
き
で
あ
り
太だ

宰ざ
い

治お
さ
むや

芥
川
龍
之
介
が
好
き
だ
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
が
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し

た
し
、
自
分
で
書
い
た
小
説
を
発
表
し
て
も
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
い
く
ら
本
好
き
で
小
説
が
書
け
る
と
言
っ
て
も
、
今
の
日
本
で
最
も
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
る
文

学
賞
で
あ
ろ
う
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
世
間
を
驚
か
せ
る
出
来
事
で
す
ね
。
そ
の

受
賞
に
と
も
な
っ
て
、
派
手
な
『
火
花
』
フ
ィ
ー
バ
ー
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
を
ご
存
じ
の
方
も
多
い
で
し

ょ
う
。

　

そ
の
騒
ぎ
の
中
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
、
歌
手
の
和
田
ア
キ
子

が
、
芥
川
賞
選
考
委
員
の
『
火
花
』
に
対
す
る
賛
辞
に
対
し
て
首
を
か
し
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン

ト
を
し
た
の
で
す
。

「
よ
く
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
す
ご
く
や
っ
ぱ
り
あ
の
〝
純
文
学
の
匂
い
が
す
る
〞
と
か
ね
、

〝
文
章
に
純
文
学
を
感
じ
た
〞
と
か
っ
て
…
…
。（
し
か
し
自
分
は
）
何
も
感
じ
な
か
っ
た
け
ど
」

　

和
田
ア
キ
子
は
今
の
芸
能
界
で
ボ
ス
み
た
い
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
し
か
し
高
度
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な
作
品
で
あ
る
『
火
花
』
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
、
同
作
品
の
読
者
な
ど
か
ら
は
強
く
批
判
さ
れ
ま
し

た
。
番
組
内
で
は
タ
レ
ン
ト
の
勝か

つ

俣ま
た

州く
に

和か
ず

か
ら
も
、『
火
花
』
よ
り
前
に
ま
ず
他
の
い
ろ
い
ろ
な
小
説
を

――
た
と
え
ば
又
吉
が
好
ん
で
い
る
太
宰
治
な
ど
を
――
読
ん
だ
方
が
い
い
の
で
は
、
な
ど
と
冗
談
っ
ぽ

く
た
し
な
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
和
田
ア
キ
子
は
、
も
ち
ろ
ん
自
分
は
太
宰
治
だ
っ
て
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
か
ら
全
部
読
ん
で
い
る

し
、
本
好
き
な
方
で
も
あ
る
、
と
答
え
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
ど
こ
か
不
思
議
そ
う
な
面
持
ち
で
「（
自

分
は
）
あ
ん
ま
り
文
学
が
わ
か
ら
へ
ん
の
か
も
」
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

文
学
に
基
準
は
あ
る
の
か

　

個
人
的
に
は
、
和
田
ア
キ
子
に
文
学
的
な
教
養
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
あ
る
作
品
を
鑑
賞
し
て
自

分
が
「
何
も
感
じ
な
か
っ
た
」
と
い
う
程
度
の
感
想
を
述
べ
て
も
、
別
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
彼
女
は
作
品
の
質
が
悪
い
と
言
っ
て
批
判
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
の
に
、
な
ぜ
和
田
ア
キ
子
は
批
判
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
彼
女
が
自
分
自
身
の
評
価
を
基
準

に
し
な
が
ら
「
文
学
だ
と
は
思
え
な
い
」
と
言
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
芥
川
賞
の
選
考
委
員
が
文
学
だ
と

認
め
て
い
る
の
に
、
門
外
漢
で
あ
る
和
田
ア
キ
子
が
文
学
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
が
許
せ
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な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
残
り
ま
す
。
な
ら
ば
『
火
花
』
は
２
０
０
万
人
に
も
わ
か
る
よ
う
な
文
学

と
し
て
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
の
に
、
和
田
ア
キ
子
に
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
？　

じ
ゃ
あ
彼
女
が
本
来
感
じ
る
べ
き
だ
っ
た
そ
の
「
文
学
性
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
僕
は
こ
れ
ま
で
日
本
で
文
学
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
き
た
作
品
や
そ
の
評
価
を
あ

れ
こ
れ
読
ん
で
、
人
々
が
何
を
も
っ
て
あ
る
作
品
が
文
学
で
あ
る
と
認
定
し
て
き
た
の
か
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
、
そ
れ
ら
を
読
ん
で
も
何
が
文
学
で
あ
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で

す
。
文
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
は
膨
大
な
数
が
あ
り
ま
す
が
、
み
な
言
っ
て
い
る
こ
と
が
バ
ラ
バ
ラ

で
、
数
学
や
科
学
法
則
の
よ
う
に
「
こ
れ
こ
そ
が
文
学
だ
」
と
い
う
系
統
だ
っ
た
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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選
考
委
員
の
間
の
ズ
レ

　

た
と
え
ば
芥
川
賞
の
選
考
委
員
の
一
人
で
あ
る
山
田
詠え

い

美み

は
『
火
花
』
の
受
賞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

コ
メ
ン
ト
し
ま
し
た
。

「
又
吉
く
ん
は
こ
の
小
説
を
仕
上
げ
る
ま
で
に
、
今
ま
で
い
ろ
ん
な
人
生
体
験
と
か
、
焦
燥
感
と
か

い
ろ
ん
な
も
の
を
経
験
し
て
き
た
、
そ
の
人
生
的
な
コ
ス
ト
が
一
行
一
行
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の

元
手
を
取
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
要
す
る
に
「
作
者
の
人
生
経
験
や
思
い
な
ど
が
、
作
中
か
ら
強
く
伝
わ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。『
火
花
』
は
お
笑
い
芸
人
を
主
人
公
に
し
た
小
説
で
す
か
ら
、
こ
の
評
価
は
理
解
で
き

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
山
田
詠
美
は
、
又
吉
が
お
笑
い
芸
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
選
考
に
影
響
し
な
か
っ

た
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
す
。
作
者
の
人
生
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し

て
い
た
の
に
、
作
者
の
経
歴
は
問
わ
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

別
の
選
考
委
員
で
あ
る
宮
本
輝て

る

も
、
選
評
の
中
で
「
こ
の
作
者
が
い
ま
話
題
の
お
笑
い
芸
人
で
あ
り
『
火
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花
』
は
す
で
に
六
十
万
部
を
超
え
て
い
る
と
か
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
宮
本
輝

は
90
年
代
か
ら
芥
川
賞
の
選
考
委
員
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
自
身
が
評
価
し
な
い
小
説
に
は
、
た
と
え
受

賞
さ
せ
る
こ
と
は
認
め
て
も
歯
に
衣き

ぬ

着
せ
ぬ
物
言
い
を
す
る
こ
と
が
多
い
人
で
す
。
そ
の
彼
が
、
又
吉
と

い
う
人
間
が
ど
う
か
で
は
な
く
純
粋
に
こ
の
小
説
が
よ
い
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

文
学
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
う
る
の
か

　

芥
川
賞
の
選
考
委
員
で
す
ら
意
見
が
統
一
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
や
は
り
前
述
の
よ
う
に
、「
文
学
と
は

こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
二
人
の
選
考
委
員
の
う
ち
、

ど
ち
ら
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
変
だ
と
い

う
の
で
も
な
い
で
す
。

　

し
か
し
奇
妙
な
の
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
漠
然
と
「
こ
れ
ぞ
文
学
」
と
い
う
確
固

と
し
た
実
体
が
あ
る
か
の
よ
う
に
「
錯
覚
」
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
文
学
と
は
単
に
「
小
説
」
を
高
尚
に

言
い
換
え
た
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
し
、
作
品
の
中
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
曖あ

い

昧ま
い

な
「
良
い
雰

囲
気
」
が
あ
る
も
の
を
文
学
だ
と
思
う
人
も
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
作
品
の
中
に
確
固
と
し
た
「
文
学
性
」

と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
文
学
と
い
う
も
の
を
ば
ら
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ば
ら
に
捉
え
て
い
て
、
本
質
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
ん
な
い
い
加
減
な
こ
と
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
確
固
た
る
基
準
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ん

な
さ
ま
ざ
ま
に
文
学
を
語
っ
て
、
時
に
は
和
田
ア
キ
子
の
よ
う
に
曖
昧
な
理
由
で
「
あ
い
つ
は
文
学
が
わ

か
っ
て
い
な
い
」
と
か
「
あ
の
作
品
は
文
学
で
は
な
い
」
と
か
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
奇
妙
に

感
じ
ま
す
。

　

明
確
な
基
準
も
な
い
の
に
、
た
だ
何
と
な
く
曖
昧
な
状
態
で
存
在
し
続
け
な
が
ら
、
ど
こ
か
権
威
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な
こ
と
で
す
。
で
は
い
っ
た
い
、
僕
た
ち
は
ど
ん
な
作

品
を
文
学
だ
と
考
え
な
が
ら
読
め
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
あ
る
作
品
の
ど
こ
に
「
文
学

ら
し
さ
」
を
感
じ
取
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
？

　

本
書
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
文
学
と
い
う
も
の
が
、
あ
た
か
も
明
確
な
基

準
に
基
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
錯
覚
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
定

義
づ
け
な
が
ら
、
本
書
は
僕
た
ち
日
本
人
が
こ
の
文
学
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
い
、
ま
た
過
去
に

文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
た
作
品
群
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
そ
う
呼
ば
れ
た
の
か
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
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思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
改
め
て
文
学
の
文
学
ら
し
さ
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
す

る
と
和
田
ア
キ
子
の
よ
う
に
「
な
ぜ
こ
れ
が
文
学
だ
と
言
わ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
（
そ

う
い
う
人
は
彼
女
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
で
す
）
に
も
、
そ
の
作
品
を
ど
う
楽
し
め
ば
い
い
の
か
、
き
っ
と
わ

か
る
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
文
学
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
さ
を
最
も
わ
か
り
や
す
く
示
す
例
と
し
て
、
極
め
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
文
学
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
曖
昧
な
地
位
に
立
た
さ
れ
続
け
て
い

る
日
本
の
作
家
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
あ
の
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
連
発
し
て
い
る
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
獲
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
ら

言
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
、
村
上
春
樹
で
す
。

　

村
上
春
樹
こ
そ
は
文
学
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
高
い
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
は
、

今
日
で
は
非
常
に
多
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
一
方
で
彼
の
作
品
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
学
の
中
で
は
さ

ほ
ど
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
意
味
か
は
、
次
の
第
一
章
か
ら
記
し
ま
し
ょ
う
。
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満
場
一
致
で
の
受
賞

　

村
上
春
樹
は
１
９
７
９
年
に
『
風
の
歌
を
聴
け
』
と
い
う
作
品
で
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
小

説
を
講
談
社
の
『
群
像
』
と
い
う
文
芸
誌
が
主
催
す
る
「
群
像
新
人
文
学
賞
」
に
投
稿
し
、
見
事
に
受
賞

し
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
の
選
考
委
員
は
五
人
で
す
。
ま
ず
作
家
の
佐さ

多た

稲い
ね

子こ

、
島し

ま

尾お

敏と
し

雄お

、
吉よ

し

行ゆ
き

淳じ
ゅ
ん

之の

介す
け

。
さ
ら
に
文

芸
評
論
家
の
佐
々
木
基き

一い
ち

。
そ
し
て
創
作
、
評
論
、
翻
訳
な
ど
た
い
へ
ん
精
力
的
か
つ
幅
広
い
活
動
で
日

本
文
学
を
支
え
た
丸ま

る

谷や

才さ
い

一い
ち

で
し
た
。

『
風
の
歌
を
聴
け
』
は
満
場
一
致
で
の
受
賞
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
選
考
委
員
の
全
員
が
こ
の
作

品
を
高
く
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
こ
の
小
説
は
ど
の
よ
う
な
点
が
優
れ
て
い
る
か
ら
受
賞

し
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
『
群
像
』
の
１
９
７
９
年
９
月
号
に
は
、
選
考
委
員
の
選
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
佐
々
木
基
一
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
入
選
に
し
た
の
は
、
第
一
に
す
ら
す
ら
読
め
て
、
後
味
が
爽
や
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
の
現
代
小
説
に
こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
丸
谷
才
一
さ
ん
が
云
っ

て
い
た
が
、
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
。
た
だ
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
み
た
い
な
印
象
を
受
け

24



た
。
し
か
も
そ
れ
が
た
ん
に
流
行
を
追
う
と
い
う
の
で
な
く
、
か
な
り
身
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
で

て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
非
常
に
軽
い
書
き
方
だ
が
、
こ
れ
は
か
な
り
意
識
的
に
作
ら
れ
た
文

体
で
、
し
た
が
っ
て
、
軽
く
て
軽
薄
な
ら
ず
、
シ
ャ
レ
て
い
て
キ
ザ
な
ら
ず
と
い
っ
た
作
品
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
い
い
と
思
っ
た
。

　

こ
れ
は
好
意
的
な
評
価
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
よ
く
見
て
み
る
と
、
佐
々
木
基
一
は

『
風
の
歌
を
聴
け
』
が
小
説
と
し
て
質
が
高
か
っ
た
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
入
選
に
な
っ
た
理
由
が
「
後

味
が
爽
や
か
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
否
定
的
で
な
い
に
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と
そ
っ
け
な
い
気
が
し

ま
す
。
し
か
も
、
次
の
佐
多
稲
子
に
よ
る
選
評
は
、
さ
ら
に
突
き
放
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
風
の
歌
を
聴
け
」
を
二
度
読
ん
だ
。
は
じ
め
の
と
き
、
た
の
し
か
っ
た
、
と
い
う
読
後
感
が
あ
り
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
た
の
し
か
っ
た
の
か
を
、
も
い
ち
ど
た
し
か
め
よ
う
と
し
て
で
あ
る
。
二
度
目
の

と
き
も
同
じ
よ
う
に
た
の
し
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
説
明
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
感
想
に
な
っ
た
。
こ

こ
で
聴
い
た
風
の
音
は
た
の
し
か
っ
た
、
と
い
え
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
い
日
の

一
夏
を
定
着
さ
せ
た
こ
の
作
は
、
智
的
な
抒
情
歌
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。（
…
）「
ジ
ェ
イ
ズ
・
バ
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ー
」
の
ジ
ェ
イ
、
そ
の
夏
逢
っ
た
女
と
し
て
の
彼
女
、
こ
の
二
人
は
主
人
公
と
と
も
に
好
も
し
く
、

し
ゃ
れ
た
映
画
の
中
の
人
物
を
見
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

佐
々
木
基
一
と
同
じ
く
、
登
場
人
物
の
オ
シ
ャ
レ
さ
を
「
好
も
し
く
」
思
っ
て
は
い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ

り
小
説
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
こ
が
よ
か
っ
た
の
か
は
二
回

読
ん
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
ん
な
作
品
な
の
に
、
受
賞
さ
せ
て
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
ち
ょ
っ
と
心
配
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
女
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
し
ゃ
れ
た
映
画
の
中
の
人
物
を
見
る
よ
う
」
だ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
実
的
だ
か
ら
優
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
『
火
花
』
を
評
し
た
山
田
詠
美
の
よ
う
に
、
村
上
春
樹
じ
し
ん
の
人
間
性
が
作
品
の
中
に
窺う

か
がえ

る
か

ら
ス
ゴ
い
と
い
う
褒
め
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
二
人
に
続
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
島
尾
敏
雄
の
選
評
に
は
、
さ
ら
に
不
思
議
な
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。「
実
は
今
何
が
書
い
て
あ
っ
た
の
か
思
い
出
せ
な
い
の
だ
が
、
筋
の
展
開
も
登
場
人
物
の
行
動
や

会
話
も
ア
メ
リ
カ
の
ど
こ
か
の
町
の
出
来
事
（
否
そ
れ
を
描
い
た
よ
う
な
小
説
）
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
と
こ
ろ

26



が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
た
が
、
他
の
四
人
の
選
考
員
が
そ
ろ
っ
て
入
選
に
傾
き
、
私
も
そ
の
こ
と
に
納
得

し
た
の
だ
っ
た
」。
つ
ま
り
「
小
説
の
内
容
は
忘
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
を
書
い
た
小
説
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ

が
ち
ょ
っ
と
引
っ
か
か
っ
た
け
ど
、
他
の
四
人
が
い
い
と
い
う
か
ら
自
分
も
賛
同
し
た
」
と
い
う
わ
け
で

す
ね
。
ア
バ
ウ
ト
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ね
。

　

正
直
な
話
、『
風
の
歌
を
聴
け
』
の
選
評
は
ど
れ
も
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
共
感
す
る
ど
こ
ろ
か
、
小
説
の

ど
こ
が
い
い
か
を
、
選
考
委
員
自
身
が
は
っ
き
り
説
明
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
満
場
一
致
で
の

受
賞
だ
っ
た
と
い
う
の
に
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
妙
な
こ
と
で
す
。

丸
谷
才
一
の
春
樹
評

　

五
人
の
選
考
委
員
の
う
ち
、
受
賞
作
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
積
極
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
丸
谷
才
一
と

吉
行
淳
之
介
で
し
た
。
こ
の
二
人
は
、
ほ
か
三
人
と
比
べ
る
と
、
作
家
と
し
て
は
世
代
が
ひ
と
つ
下
に
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
村
上
春
樹
の
魅
力
を
、
よ
り
よ
く
説
明
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

中
で
も
と
り
わ
け
具
体
的
に
、
か
つ
説
得
力
あ
る
選
評
を
書
い
た
の
は
、
丸
谷
才
一
で
し
た
。
彼
は
歴

史
的
仮
名
遣
い
で
文
章
を
書
く
人
な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
以
下
に
長
く
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引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

村
上
春
樹
さ
ん
の
「
風
の
歌
を
聴
け
」
は
現
代
ア
メ
リ
カ
小
説
の
強
い
影
響
の
下
に
出
来
上
が
つ

た
も
の
で
す
。
カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
と
か
、
ブ
ロ
ー
テ
ィ
ガ
ン
と
か
、
そ
の
へ
ん
の
作
風
を
非

常
に
熱
心
に
学
ん
で
ゐ
る
。
そ
の
勉
強
ぶ
り
は
大
変
な
も
の
で
、
よ
ほ
ど
の
才
能
の
持
ち
主
で
な
け

れ
ば
こ
れ
だ
け
学
び
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
昔
ふ
う
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
か
ら
抜
け
出
さ
う
と

し
て
抜
け
出
せ
な
い
の
は
、
今
の
日
本
の
小
説
の
一
般
的
な
傾
向
で
す
が
、
た
と
へ
外
国
の
お
手
本

が
あ
る
と
は
い
へ
、
こ
れ
だ
け
自
在
に
そ
し
て
巧
妙
に
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
た
の
は
、
注
目
す
べ

き
成
果
と
言
つ
て
い
い
で
せ
う
。

　

し
か
し
、
た
と
へ
ば
カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
の
小
説
は
、
哄こ

う

笑し
ょ
うの

す
ぐ
う
し
ろ
に
溢
れ
る
ほ
ど

の
か
な
し
み
が
あ
つ
て
、
そ
の
せ
い
で
の
苦
さ
が
味
を
引
き
立
て
て
ゐ
る
の
で
す
が
、「
風
の
歌
を
聴

け
」
の
味
は
も
つ
と
ず
つ
と
単
純
で
す
。（
…
）
こ
の
へ
ん
の
扱
ひ
方
に
は
何
と
な
く
、
日
本
的
抒
情

と
で
も
呼
ぶ
の
が
正
し
い
や
う
な
感
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
こ
の
作
者
の

個
性
の
あ
ら
は
れ
と
取
つ
て
も
差
支
へ
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
。
そ
し
て
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
う
ま
く

伸
し
て
ゆ
け
ば
、
こ
の
日
本
的
抒
情
に
よ
つ
て
塗
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
ふ
う
の
小
説
と
い
ふ
性
格
は
、
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や
が
て
は
こ
の
作
家
の
独
創
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
に
か
く
な
か
な
か
の
才
筆
で
、
殊こ

と

に
小
説
の
な
が
れ
が
ち
つ
と
も
淀
ん
で
ゐ
な
い
と
こ
ろ
が
す

ば
ら
し
い
。
二
十
九
歳
の
青
年
が
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
く
と
す
れ
ば
、
い
ま
の
日
本
の
文
学
趣
味

は
大
き
く
変
化
し
か
け
て
ゐ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

　

以
下
、
こ
の
作
品
を
讃
え
る
言
葉
が
も
う
少
し
だ
け
続
く
の
で
す
が
、
割
愛
し
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
選
評
は
、
後
に
村
上
春
樹
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
、
的
確
に
お

さ
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
今
日
で
は
村
上
春
樹
が
カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ロ
ー
テ
ィ
ガ
ン
な

ど
ア
メ
リ
カ
の
作
家
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
作
品
を
読
ん
で
ズ
バ
リ
見
抜
い
た

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
丸
谷
才
一
は
そ
れ
に
き
ち
ん
と
言
及
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
選
評
の
後
半
は
非
常
に
興
味
深
い
内
容
で
す
。
ま
ず
カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
と
比
較
し

つ
つ
、
村
上
春
樹
は
ま
だ
新
人
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
人
間
の
悲
し
み
や
悲
惨
さ
を
十
分
に
表
現
し
き
っ
て

い
な
い
と
苦
言
を
呈
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
丸
谷
才
一
は
、
そ
の
細
や
か
に
描
き
き
ら
な
い
と
こ
ろ
に
「
日
本
的
抒
情
」
を
感
じ
て
、
そ
こ
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が
村
上
春
樹
の
独
創
性
に
な
り
う
る
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
も
後
に
、
あ
る
程
度
は
丸
谷
才
一
の
言
っ

た
と
お
り
に
な
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
初
期
の
村
上
春
樹
は
、
し
ば
し
ば
、
海
外
の
小
説
を
翻
訳
し
た

よ
う
な
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
乾
い
た
文
体
に
よ
っ
て
、
心
情
を
強
く
表
現
し
な
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
、

と
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。

リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
の
離
脱

　

し
か
し
、
こ
の
選
評
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
村
上
春
樹
が
「
自
在
に
そ
し
て
巧
妙
に
リ
ア
リ
ズ
ム

か
ら
離
れ
た
」
の
だ
と
し
て
い
る
部
分
で
す
。

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
か
な
り
広
い
意
味
を
持
ち
ま
す
が
、
ご
く
単
純
に
言
う
な
ら
ば
、「
現
実

で
あ
る
か
の
よ
う
に
写
実
的
に
表
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
文
学
が
人
に
抱
か
せ
う
る
、

ま
さ
し
く
「
錯
覚
」
の
ひ
と
つ
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
丸
谷
才
一
は
、
村
上
春
樹
の
作
品
は
そ
の
錯
覚
を
上
手
く
働
か
せ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り

現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
写
実
的
に
は
表
現
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
長
所
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

実
際
、
村
上
春
樹
の
作
品
は
ま
れ
に
「
わ
か
り
に
く
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
羊
男
」
と
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か
「
や
み
く
ろ
」
と
か
、
Ｓ
Ｆ
的
な
設
定
や
非
現
実
的
な
登
場
人
物
が
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
し
、
ス
ト
ー

リ
ー
に
し
て
も
作
中
で
起
こ
っ
た
事
件
が
き
ち
ん
と
解
決
し
な
い
ま
ま
物
語
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
一
見
す
る
と
現
実
世
界
を
描
い
て
い
る
よ
う
な
作
品
も
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
読
む
と
非
現

実
的
な
出
来
事
が
起
き
る
作
品
の
ほ
う
が
多
い
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
丸
谷
才
一
は
、
村
上
春
樹
が
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

（
新
潮
社
、
１
９
８
５
）
で
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
た
時
に
も
選
考
委
員
を
務
め
て
お
り
、
そ
こ
で
も
こ
の
作
品

に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
評
価
を
し
ま
し
た
。
１
９
８
５
年
10
月
18
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
、
授
賞
式
に

お
け
る
丸
谷
才
一
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
明
治
以
来
八
十
年
の
日
本
文
学
の
風
土
と
決
別
し
て
い
て
新
し
い
。
つ
ま
り
、
主
人
公
が
作
者
自

身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
あ
た
え
ず
、
ナ
マ
の
現
実
に
立
た
ず
、
汚
し
た
り
不
快
感
を
与
え
る

の
が
小
説
の
カ
ン
所
で
あ
る
と
い
っ
た
思
い
込
み
を
廃
し
て
い
る
。
我
々
の
文
学
風
土
で
こ
う
い
う

作
品
を
書
く
の
は
大
変
な
こ
と
だ
」

　

右
の
コ
メ
ン
ト
は
短
い
も
の
で
す
が
、「
錯
覚
」
と
い
う
、
本
書
の
テ
ー
マ
と
な
る
言
葉
を
ズ
バ
リ
使
っ
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て
い
ま
す
。「
主
人
公
が
作
者
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
」
小
説
の
こ
と
を
、
よ
く
「
私
小
説
」
と
言
い
ま

す
が
、
丸
谷
才
一
は
そ
れ
は
「
錯
覚
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
村
上
春
樹
の
小
説
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
、
つ
ま
り
錯
覚
さ
せ
な
い
作
品
だ
か
ら
い
い
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
彼
は
村
上
春
樹
の
小
説
が
「
ナ
マ
の
現
実
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、『
風
の
歌
を
聴
け
』
の
時
と
同
じ
く
、
現
実
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
な
い
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の

錯
覚
を
否
定
し
た
小
説
だ
か
ら
よ
い
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

言
い
換
え
る
と
、
丸
谷
才
一
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
明
治
以
来
八
十
年
の
日
本
文

学
」
は
、
主
人
公
が
作
者
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
小
説
や
、
現
実
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
る
か
の
よ
う

な
小
説
こ
そ
を
、
い
い
も
の
だ
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
べ
て
錯
覚
で
あ
っ
て
、
村
上
春
樹
は

そ
の
伝
統
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
が
す
ご
い
。

春
樹
を
否
定
し
た
芥
川
賞

　

た
だ
、
こ
の
群
像
新
人
文
学
賞
の
受
賞
に
よ
っ
て
、
村
上
春
樹
の
小
説
が
順じ

ゅ
ん

風ぷ
う

満ま
ん

帆ぱ
ん

に
優
れ
た
も
の
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
文
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
丸
谷
才

一
が
評
価
し
た
点
こ
そ
が
、
批
判
の
対
象
に
な
り
得
る
も
の
で
し
た
。
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た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
村
上
春

樹
は
芥
川
賞
を
獲
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
芥
川
賞
は
新
人
作

家
の
発
表
し
た
短
編
も
し
く
は
中
編
作
品
に
与
え
ら
れ
る

賞
で
す
。
よ
り
厳
密
に
言
う
と
、
基
本
的
に
文
芸
誌
に
掲

載
さ
れ
た
作
品
し
か
、
選
考
対
象
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
こ
の
賞
は
非
常
に
権
威
あ
る
も
の
で
、
こ

れ
を
獲
っ
て
い
な
い
村
上
春
樹
は
、
必
ず
し
も
日
本
の
文

学
に
お
い
て
優
れ
た
新
人
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

彼
は
１
９
７
９
年
に
『
風
の
歌
を
聴
け
』、
そ
し
て
１
９

８
０
年
に
は
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
で
、
二
回

に
わ
た
っ
て
芥
川
賞
の
候
補
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み

に
、
１
９
７
９
年
の
時
に
は
、
重し

げ

兼か
ね

芳よ
し

子こ

『
や
ま
あ
い
の

煙
』
と
青あ

お

野の

聰そ
う

『
愚
者
の
夜
』
が
ダ
ブ
ル
受
賞
し
ま
し
た
。

二
作
も
受
賞
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
村
上
春
樹
は
三
位

第 81回芥川賞の選評。井上靖は春樹には触れていない。（『文藝春秋』1979年 9月号）
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以
下
の
デ
キ
と
見
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
時
の
選
評
は
『
文
藝
春
秋
』
１
９
７
９
年
９
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
考
委
員
に
は
丸
谷

才
一
と
吉
行
淳
之
介
も
名
を
連
ね
て
い
て
、
彼
ら
は
も
ち
ろ
ん
村
上
春
樹
を
そ
れ
な
り
に
評
価
し
た
の
で

す
が
、
結
局
は
別
作
品
を
推
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
こ
の
選
評
の
中
で
、
選
考
委
員
の
一
人
で
あ
る
瀧た

き

井い

孝こ
う

作さ
く

は
次
の
よ
う
に
村
上
春
樹
の
作
品
を
評

し
ま
し
た
。

二
百
枚
余
り
の
長
い
も
の
だ
が
、
外
国
の
翻
訳
小
説
の
読
み
過
ぎ
で
書
い
た
よ
う
な
、
ハ
イ
カ
ラ
な

バ
タ
く
さ
い
作
だ
が
…
…
。
こ
の
よ
う
な
架
空
の
作
り
も
の
は
、
作
品
の
結
晶
度
が
高
く
な
け
れ
ば

駄
目
だ
が
、
こ
れ
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
薄
く
て
、
吉
野
紙
の
漉す

き
ム
ラ
の
よ
う
な
う
す
く
透
い
て
み
え

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
作
品
が
「
ナ
マ
の
現
実
」
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
は
い
い
と
し
て
も
、
そ
の
完
成
度

が
低
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
選
評
の
な
か
で
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
つ
い
て
触
れ
た
選
評
委
員
は
、
だ
い
た
い
似
た
よ
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う
な
評
価
を
し
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
10
人
い
た
選
考
委
員
の
う
ち
一
番
若
か
っ
た
の
は
、
44
歳
の
大お

お

江え

健け
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

で
す
。
後
に
ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
す
る
大
江
で
す
が
、
彼
は
作
品
名
は
挙
げ
な
か
っ
た
も
の
の
、
な
か
な
か
辛し

ん

辣ら
つ

な
こ

と
を
書
き
ま
し
た
。「
今
日
の
ア
メ
リ
カ
小
説
を
た
く
み
に
模
倣
し
た
作
品
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
作
者
を

か
れ
独
自
の
創
造
に
向
け
て
訓
練
す
る
、
そ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
に
な
い
の
が
、
作
者
自
身
に
も
読
み
手

に
も
無
益
な
試
み
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
」。

　

つ
ま
り
海
外
の
小
説
を
翻
訳
し
た
よ
う
な
村
上
春
樹
の
文
体
は
、
た
だ
の
モ
ノ
マ
ネ
で
あ
っ
て
独
創
性

の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

「
内
面
」
が
書
け
て
い
な
い
か
ら
ダ
メ

　

つ
い
で
に
言
う
と
、
芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
二
回
目

の
１
９
８
０
年
に
は
、
入
選
作
品
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
つ
ま
り
選
考
委
員
た
ち
は
、
す
べ
て
の
候
補
作
が

受
賞
の
水
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
い
う
、
非
常
に
厳

し
い
判
断
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
お
し
な
べ
て
低
調
だ

第 83回芥川賞は、受賞作なしに終わった。
（『文藝春秋』1980 年 9月号）

35



っ
た
他
の
候
補
作
と
自
作
は
同
レ
ベ
ル
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
同
然
で
す
か
ら
、
も
し
僕
が
村
上
春
樹
だ

っ
た
ら
、
こ
れ
は
け
っ
こ
う
傷
つ
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
受
賞
作
な
し
と
発
表
さ
れ
た
翌
々
日
の
１
９
８
０
年
７
月
19
日
に
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
に
は
、

選
考
委
員
の
一
人
だ
っ
た
作
家
の
開か

い

高こ
う

健た
け
しに

よ
る
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
村
上
春
樹
の

作
品
に
つ
い
て
「
現
代
の
精
神
風
俗
は
書
け
て
い
る
も
の
の
、
本
質
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
な
く
、

甘
さ
に
も
た
れ
か
か
り
疑
う
と
こ
ろ
が
な
い
作
品
で
、
近
ご
ろ
の
流
行
ソ
ン
グ
と
同
じ
で
三
分
の
二
は
不

必
要
な
部
分
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
厳
し
い
で
す
ね
。

　

し
か
し
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
彼
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
精
神
風

俗
の
本
質
が
描
け
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
現
代
人
の
内
面
、
心
情
が
十
分
に
描
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
そ
れ
は
丸
谷
才
一
が
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
可
能
性
を
見
出
し
た
、
人
間
の
内
面
を
十
分
に

描
か
な
い
よ
う
な
「
日
本
的
抒
情
」
の
独
自
性
じ
た
い
を
否
定
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
評
価
を
行
っ
た
の
は
、
開
高
健
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
年
の
『
文
藝
春
秋
』
９
月
号

に
掲
載
さ
れ
た
選
評
で
は
、
文
芸
評
論
家
で
あ
り
作
家
で
も
あ
る
中
村
光
夫
が
「
ひ
と
り
で
ハ
イ
カ
ラ
ぶ

つ
て
ふ
ざ
け
て
ゐ
る
青
年
を
、
彼
と
同
じ
や
う
に
、
い
い
気
で
安
易
な
筆
づ
か
ひ
で
描
い
て
も
、
彼
の
内
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面
の
挙
止
は
一
向
に
伝
達
さ
れ
ま
せ
ん
」
と
評
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、「
内
面
」
が
表
現
で
き
て
い

な
い
か
ら
ダ
メ
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

若
者
の
作
家

　

当
時
を
回
想
し
て
、
村
上
春
樹
は
『
文
藝
春
秋
』
２
０
０
６
年
４
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
る
編
集
者

の
生
と
死
――
安や

す

原は
ら

顯け
ん

氏
の
こ
と
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

僕
の
書
く
も
の
は
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
文
壇
主
流
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
の
作
品
か
ら
は
、

あ
ま
り
に
遠
く
か
け
離
れ
て
い
た
。
僕
の
書
い
た
も
の
を
受
け
入
れ
る
ま
い
と
心
を
固
く
決
め
て
い

る
人
々
が
数
多
く
い
た
。
デ
ビ
ュ
ー
の
母
胎
で
あ
る
「
群
像
」
と
の
関
係
も
、
編
集
者
の
異
動
も
あ

り
、
そ
れ
ほ
ど
温
か
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

丸
谷
才
一
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
日
本
の
文
学
と
違
う
も
の
を
書
い
た
か
ら
す

ご
い
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
今
ま
で
と
違
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
評
価
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
ま
あ
実
際
、
彼
の
評
価
が
そ
こ
ま
で
低
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な
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に
せ
当
の
本
人
が
言
う
こ
と
で
す
か
ら
、
事
実
が
ね
じ
曲
げ
ら
れ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
回
想
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
『
朝
日
新
聞
』
１
９
８
０
年
５
月
17
日
の
夕
刊
に

は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
作
家
村
上
春
樹
氏
の
小
説
が
、
若
い
世
代
の
間
で
静
か
な
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
る
。

　

去
年
の
群
像
新
人
賞
受
賞
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
が
講
談
社
で
単
行
本
に
な
っ
て
、
す
で
に
四
版
、

約
七
万
部
。

（
…
）

　

た
し
か
に
、
若
い
世
代
の
支
持
と
は
対
照
的
に
、
中
年
世
代
の
批
評
家
か
ら
は
、
辛
め
の
評
が
目

立
っ
た
。

　
「
日
本
的
抒
情
」
が
あ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
す
ね
。
村
上
春
樹
が
芥
川
賞
を
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
は
、
日
本
に
お
い
て
「
ナ
マ
の
現
実
」
を
描
い
た
作
品
こ
そ
が
文
学
の
本
流
で
あ
る
と
す
る
価
値
観
が
、

全
く
揺
る
ぎ
な
く
、
強
固
な
も
の
と
し
て
残
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
村
上
春
樹
の
語
ら
れ
方
は
少
し
奇
妙
な
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
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右
に
挙
げ
た
記
事
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
村
上
春
樹
は
文
学
の
本
流
で
は
な
い
場
所
で
、
特
に
若

い
世
代
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
彼
の
作
品
は
現
実
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
な

0

0

い0

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
メ
デ
ィ
ア
は
彼
が
む
し
ろ
若
者
に
と
っ
て
の
「
ナ
マ
の
現
実
」

を
描
い
て
い
る

0

0

作
家
だ
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
く
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
１

９
８
２
年
11
月
27
日
の
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
に
は
、
次
の
よ
う
な
評
が
載
り
ま
し
た
。

『
群
像
』
八
月
号
に
一
挙
掲
載
さ
れ
、
こ
の
ほ
ど
単
行
本
（
講
談
社
刊
）
化
さ
れ
た
若
手
作
家
、
村
上
春

樹
の
長
編
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
が
若
い
読
者
の
間
に
密
か
に
共
感
を
呼
び
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
顔

を
出
し
て
い
る
。
野
間
文
芸
新
人
賞
は
受
賞
し
た
も
の
の
、
こ
の
小
説
は
既
成
文
壇
内
部
で
は
評
価

は
一
般
的
に
低
く
、
む
し
ろ
若
い
、
文
芸
誌
な
ど
ふ
だ
ん
読
ま
な
い
層
に
支
持
さ
れ
た
。
雑
誌
で
言

え
ば
『
Ｂ
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｕ
Ｓ
』
や
『
宝
島
』
が
積
極
的
に
村
上
春
樹
を
評
価
し
た
。
い
や
、
評
価
と
い
う

よ
り
〝
よ
う
や
く
僕
ら
の
感
性
に
合
う
僕
ら
の
作
家
が
登
場
し
た
〞
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
、
中
年
以
上
の
世
代
に
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
村
上
春
樹
は
若
者
た

ち
の
心
情
を
的
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
褒
め
方
な
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
褒
め
方
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が
、
丸
谷
才
一
が
指
摘
し
た
村
上
春
樹
の
特
徴
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

春
樹
を
め
ぐ
る
評
価
の
ね
じ
れ

　

も
ち
ろ
ん
、
村
上
春
樹
の
作
品
の
特
徴
を
よ
く
理
解
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
評
価
し
て
い
た
人
も
い
ま
す
。

た
と
え
ば
評
論
家
の
川
本
三
郎
は
、
ま
だ
村
上
春
樹
が
ほ
と
ん
ど
作
品
を
発
表
し
て
お
ら
ず
、
注
目
す
る

人
も
少
な
か
っ
た
頃
か
ら
、「
村
上
春
樹
の
世
界 

―
一
九
八
〇
年
の
ノ
ー
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
題

し
た
評
論
を
『
す
ば
る
』（
集
英
社
）
１
９
８
０
年
６
月
号
に
書
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
村
上
春
樹
の
小
説

の
軽
や
か
さ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

彼
は
「
気
分
が
い
い
」
と
世
代
的
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
「
気
分
が
い
い
」
と
い
う
言0

葉
を
楽
し
ん
で
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
。
実
際
の
村
上
春
樹
が
い
つ
も
い
い
気
分
で
い
る
現
代
青
年
か
ど

う
か
な
ど
と
い
う
現
実
は
こ
の
際
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
。
村
上
春
樹
は
世
代
論
を
や
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
る
の
だ
。
言
葉
と
語
る
本
人
と
の
幸
福
な
一
致
は

と
う
に
彼
か
ら
は
失
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
極
端
に
言
え
ば
村
上
春
樹
は
「
気
分
が
い
い
」
小
説
を

書
い
た
あ
と
に
今
度
は
「
気
分
が
悪
い
」
小
説
を
書
く
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
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文
学
と
い
う
も
の
が
、
現
代
社
会
や
現
代
人
の
心
情
を
リ
ア
ル
に
描
く
と
い
う
固
定
観
念
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
村
上
春
樹
が
書
い
た
作
品
は
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
な
り
得
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
固
定
観
念
が
あ

ま
り
に
も
世
の
中
に
強
く
意
識
さ
れ
続
け
て
い
た
せ
い
で
彼
は
芥
川
賞
を
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
挙
げ

句
の
果
て
に
は
「
ち
ゃ
ん
と
心
情
を
描
い
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
褒
め
方
ま
で
さ
れ
て
し
ま
う
。
村
上
春

樹
と
は
、
そ
う
い
う
ね
じ
れ
の
中
で
評
価
さ
れ
続
け
て
き
た
作
家
な
の
で
す
。

　

そ
の
歪
ん
だ
評
価
の
あ
り
方
は
、
彼
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
な
っ
た
今
な
お
続
い
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
村
上
春
樹
が
２
０
１
３
年
に
発
表
し
た
『
色
彩
を
持
た
な
い
多た

崎ざ
き

つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の

年
』（
文
藝
春
秋
）
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ト
の
書
店
サ
イ
ト
「
ア
マ
ゾ
ン
」
に
は
「
孤
独
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
イ
カ

臭
い
妄
想
小
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
本
を
買
っ
た
一
般
消
費
者
の
書
い
た
批
判
的
な
レ
ビ
ュ
ー
が
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
好
評
を
博
し
た
よ
う
で
、
僕
が
ア
マ
ゾ
ン
上
で
確
認
し
た
か
ぎ
り
で
は
「
2
9
、２
４

７
人
中
2
7
、８
１
１
人
の
お
客
様
が
こ
れ
が
役
に
立
っ
た
と
考
え
て
い
」
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
95
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
の
人
が
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
に
「
い
い
ね
！
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
評
判
に
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な
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
書
き
手
は
、
こ
の
年
の
秋
に
は
村
上
春
樹
の
長
編
13
作
す
べ
て
を
レ

ビ
ュ
ー
し
た
本
ま
で
出
版
し
ま
し
た
。

　

で
は
、
評
判
と
な
っ
た
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
と
は
ど
ん
な
内
容
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

一
貫
し
て
い
る

の
は
、「
ア
イ
フ
ォ
ー
ン
の
新
作
か
っ
て
ぐ
ら
い
」「
王
様
の
ブ
ラ
ン
チ
」「
ぶ
り
っ
子
然
な
感
じ
」
な
ど
の

言
葉
で
表
さ
れ
る
、
村
上
春
樹
の
文
章
の
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
文
章
に
対
す
る
揶や

揄ゆ

で
し
た
。
つ
ま
り
小

馬
鹿
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

錯
覚
の
上
に
誤
解
は
生
ま
れ
る

　

し
か
し
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
よ
り
正
確
に
は
、
村
上
春
樹
が
「
孤
独
」
に
つ
い

て
書
い
て
い
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
れ
を
オ
シ
ャ
レ
っ
ぽ
く
飾
っ
た
文
章
で
書
い
て
い
る
の
が
気
に
入

ら
な
い
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
中
ほ
ど
に
「
齋
藤
孝
氏
が
『
こ
れ
は

僕
の
な
め
た
孤
独
と
は
違
う
」
と
言
っ
て
お
っ
た
の
が
、
大
多
数
の
ア
ン
チ
村
上
の
意
見
な
の
で
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
オ
レ
は
こ
ん
な
思
い
は
し
た
こ
と
が
な

い
ぞ
、
と
言
い
た
い
わ
け
で
す
ね
。
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具
体
的
に
言
う
と
、『
多
崎
つ
く
る
』
に
つ
い
て
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
次

の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
者
の
代
表
と
し
て
言
わ
せ
て
も

ら
い
ま
す
と
ボ
ク
は
読
ん
で
る
あ
い
だ
、
終
始
、「
多
崎
つ
く
る
と
俺

は
違
う
か
ら
な
ー
」
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
だ
っ
て
あ
れ
だ
ぜ
。
ラ

ス
ト
で
恋
人
か
ら
の
電
話
を
待
っ
て
る
時
に
オ
リ
ー
ブ
グ
リ
ー
ン
の
バ

ス
ロ
ー
ズマ

マき
て
カ
テ
ィ
ー
サ
ー
ク
の
グ
ラ
ス
傾
け
な
が
ら
ウ
ィ
ス
キ
ー

の
香
り
を
味
わ
っ
て
ん
だ
ぜ
？　

オ
リ
ー
ブ
グ
リ
ー
ン
っ
て
ク
ソ
緑
だ

ぜ
？　

趣
味
悪
く
ね
？　

そ
ん
で
「
孤
独
だ
…
…
」
と
か
つ
ぶ
や
い
て

ん
だ
ぜ
？　

石
田
純
一
な
の
？　

孤
独
っ
て
こ
ん
な
オ
シ
ャ
レ
だ
っ

け
？　

こ
ん
な
や
つ
に
感
情
移
入
な
ん
か
で
き
ま
せ
ん
わ
な
…
…
。
し

か
も
こ
の
小
説
の
着
地
点
も
、
シ
ロ
と
い
う
ミ
ュ
ー
ズ
を
失
っ
た
主
人

公
が
沙
羅
と
い
う
新
し
い
ミ
ュ
ー
ズ
と
出
会
う
と
い
う
、「
け
っ
き
ょ

く
恋
愛
だ
よ
ね
ー
」
と
し
か
言
い
様
が
な
い
イ
ラ
ッ
と
く
る
結
論
だ
し
。

このレビューは、今でもネット上で読むことができる。
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（
…
）
そ
ん
な
女
に
出
会
え
な
い
の
が
大
多
数
の
人
生
な
の
に
…
…
。

　

ま
と
め
る
と
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
書
き
手
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、

自
分
は
今
の
社
会
に
「
孤
独
」
や
「
生
き
づ
ら
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
孤
独
」「
生
き
づ

ら
さ
」
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
自
分
は
こ
の
小
説
に
共
感
し
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
に
書

か
れ
て
い
る
オ
シ
ャ
レ
な
登
場
人
物
や
筋
書
き
は
、
大
多
数
の
人
生
に
全
く
即
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
共

感
も
感
情
移
入
も
で
き
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

本
当
に
村
上
春
樹
の
作
品

は
、
孤
独
を
オ
シ
ャ
レ
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
感
情
移
入
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し

ょ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
こ
う
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
レ
ビ
ュ
ー
は
有
名
な
作
品
の
あ
ら
探
し
を
し

て
、
面
白
お
か
し
い
調
子
で
罵ば

倒と
う

し
た
だ
け
の
も
の
だ
か
ら
、
正
し
い
か
ど
う
か
な
ん
て
、
マ
ジ
メ
に
考

え
る
必
要
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
面
白
が
っ
て
読
ん
で
お
け
ば
い
い
の
だ
、
と
。

　

し
か
し
、
こ
の
章
の
前
半
を
踏
ま
え
れ
ば
、
も
う
少
し
違
っ
た
観
点
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、『
多
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崎
つ
く
る
』
が
現
実
を
描
こ
う
と
し
た
小
説
だ
と
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
安
易
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

レ
ビ
ュ
ー
の
書
き
手
は
、
村
上
春
樹
が
今
の
社
会
の
「
孤
独
」
や
「
生
き
づ
ら
さ
」
を
描
こ
う
と
し
て
い

る
の
だ
と
、
あ
る
い
は
オ
シ
ャ
レ
な
登
場
人
物
は
現
代
人
を
リ
ア
ル
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、
全
く
疑
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

書
き
手
は
お
そ
ら
く
、
文
学
と
い
う
も
の
を
小
馬
鹿
に
し
よ
う
と
し
て
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
書
い
た
は
ず

で
す
。
し
か
し
「
現
実
に
即
し
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
無
理
解
だ
っ
た
選
考
委

員
た
ち
と
全
く
同
じ
く
、「
現
実
を
描
く
の
が
文
学
な
の
だ
」
と
い
う
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。「
こ
れ
で
現
実
が
描
け
て
い
る
と
思
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
が
、
全
然
描
け
て
な
い
よ
」
と

言
っ
て
い
る
つ
も
り
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
も
そ
も
村
上
春
樹
は
現
実
を
描
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ

の
レ
ビ
ュ
ー
も
ま
た
、
選
考
委
員
と
同
じ
よ
う
に
、
ズ
レ
た
批
判
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
明
治
以
来
の
文
学
風
土
」
が
錯
覚
を
育
て
た

　

ま
あ
村
上
春
樹
は
現
実
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
た
と
え
ば
寓ぐ

う

話わ

の
よ
う
に
、
現

実
の
投
影
さ
れ
た
物
語
は
描
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
、
右
に
挙
げ
た
レ
ビ
ュ
ー
と
は
逆
に
、
村

上
春
樹
の
小
説
の
登
場
人
物
に
共
感
す
る
人
や
、
感
情
移
入
す
る
人
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
現
実
そ
の
も
の
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を
感
じ
取
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
自
体
は
問
題
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
現
実
の
人
間
や
心
情
、
社
会
な
ど
を
リ
ア
ル
に
描
き
出
し

て
い
る
か
ら
こ
の
作
品
は
文
学
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
か
、
そ
う
で
な
い
か
ら
文
学
で
は
な
い
の
だ
と
言

う
の
だ
と
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
村
上
春
樹
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
は
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
村
上
春
樹
に
対
す
る
誤
解
し
た
読
み
方
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
本
書
の
大

き
な
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
対
す
る
丸
谷
才
一
の
評
を

思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
彼
は
ま
ず
、
こ
の
作
品
が
「
主
人
公
が
作
者
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚

を
あ
た
え
ず
、
ナ
マ
の
現
実
に
立
た
ず
、
汚
し
た
り
不
快
感
を
与
え
る
の
が
小
説
の
カ
ン
所
で
あ
る
と
い

っ
た
思
い
込
み
を
廃
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
錯
覚
」「
思
い
込
み
」
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
も
似
た
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
す
な
わ
ち
、
村
上
春
樹
の

小
説
は
「
主
人
公
が
作
者
自
身
で
あ
る
」
と
か
、「
ナ
マ
の
現
実
を
表
現
し
た
り
、
汚
し
た
り
不
快
感
を
与
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え
る
の
が
小
説
の
カ
ン
所
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
錯
覚
に
基
づ
い
た
文
学
観
を
す
べ
て
排
除
し
て
い

る
と
い
う
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
文
学
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
に
、
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
ず
っ
と
昔
か
ら
常
識
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
な
ぜ
だ
か
否
定
で
き
な
い
。
そ
ん
な
奇
妙
な

も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
丸
谷
才
一
は
こ
こ
で
「
錯
覚
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

な
ら
ば
、
人
々
が
そ
ん
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、

そ
の
錯
覚
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

起
源
に
つ
い
て
は
、
丸
谷
才
一
が
は
っ
き
り
と
断
言
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。　

彼
は
村
上
春
樹
が
、「
明

治
以
来
八
十
年
の
日
本
文
学
の
風
土
と
決
別
し
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
錯
覚
の
系
譜
を
遡さ

か
の
ぼっ

て
い
く
と
、
そ
れ
は
「
明
治
以
来
」
の
日
本
文
学
の
あ
り
方
に
ま

で
た
ど
り
着
い
て
し
ま
う
。
な
ら
ば
そ
こ
ま
で
戻
れ
ば
、
こ
の
錯
覚
が
ど
の
よ
う
に
日
本
文
学
に
影
響
を
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与
え
て
い
っ
た
の
か
が
分
か
る
は
ず
で
す
。

　

錯
覚
に
基
づ
き
な
が
ら
続
い
て
い
く
歴
史
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
日
本
文
学
と
い
う
も
の
を
、
実
に
曖

昧
な
、
実
体
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
成
長
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
次
章
で
こ
の
話
は
、
一
気
に
明
治
時
代
ま
で
戻
り
ま
す
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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