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「
風
の
歌
を
聴
け
』
デ
ビ
ュ
ー
以
降
の
村
上
春
樹
は
、
純
文
学
の
評
価

と
は
別
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
支
持
さ
れ
続
け
て
い
る
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
一
千
万
部
を
越
え
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
、

彼
の
作
品
は
世
界
中
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
団
塊
の
世
代
」
と
い
わ
れ
る
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
四
九

年
ま
で
の
年
代
、
幅
を
持
た
せ
る
な
ら
ば
昭
和
二
十
年
代
生
ま
れ
の
日
本

人
が
経
験
し
て
き
た
社
会
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
高
度
成
長
の
歴
史
で
も

あ
っ
た
。
個
が
置
き
去
り
に
さ
れ
、
経
済
優
先
の
社
会
で
、
一
九
四
九
年

生
ま
れ
の
村
上
春
樹
は
何
を
考
え
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
フ
ル
ウ
ェ
イ

の
森
』
を
中
心
に
、
作
品
に
登
場
す
る
「
井
戸
」
の
意
味
と
井
戸
の
向
う

側
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
空
間
象
徴
と
し
て
の
「
下
部
」
の
意
味

を
考
え
る
。

村
上
春
樹
「
井
戸
」
再
考

は
じ
め
に

村
上
春
樹
に
関
す
る
評
価
分
析
は
、
『
風
の
歌
を
聴
け
」
で
の
デ
ビ
ュ
ー

直
後
か
ら
異
例
の
多
さ
で
新
聞
・
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
も
っ
と
も

早
い
時
期
か
ら
積
極
的
に
論
じ
た
の
は
川
本
三
郎
と
三
浦
雅
士
で
あ
る
。

ま
た
、
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
発
表
後
さ
ま
ざ
ま
な
「
羊
」
の
意
味
づ
け

が
試
み
ら
れ
、
「
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン

ド
』
以
降
、
「
全
共
闘
世
代
」
と
い
わ
れ
村
上
と
同
世
代
の
加
藤
典
洋
、

竹
田
青
嗣
、
笠
井
潔
、
黒
古
一
夫
ら
が
同
世
代
意
識
に
基
づ
い
た
複
数
の

論
を
生
ん
だ
。
そ
の
一
方
、
鈴
木
和
成
が
デ
リ
ダ
の
文
学
理
論
か
ら
、
小

林
正
明
が
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
か
ら
、
千
石
英
世
が
ア
メ
リ
カ
文
学
史

空
間
象
徴
は
心
理
臨
床
の
現
場
で
一
種
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
広
く

用
い
ら
れ
て
い
る
バ
ウ
ム
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
心
の
あ
り
方
を
解
釈
す
る

際
に
用
い
ら
れ
る
枠
組
み
で
あ
る
。

、
井
戸
の
意
味

武
井
昭
也
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村上春樹「井戸」再考

か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
久
居
つ
ぱ
さ
に
よ
り
細
部
の
「
謎
解
き
」

が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
が
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
り
、
彼
の
作
品
と
発
言
は
高
い
関
心
を
集
め
、
多
く
の
反
応

を
生
み
、
以
後
も
作
者
の
旺
盛
な
創
作
に
評
者
と
読
者
の
関
心
の
高
ま
り

が
続
い
て
い
る
。

作
品
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
「
井
戸
」
に
関
し
て
は
、
柘
植
光
彦
（
１

９
９
８
）
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
用
語
で
あ
る
「
イ
ド
（
邑
ｌ
エ
ゴ
の
基
底

に
あ
る
無
意
識
の
層
」
と
し
て
捉
え
、

お
そ
ら
く
加
年
代
と
い
う
時
代
が
き
わ
め
て
ユ
ン
グ
的
、
物
語
的

な
様
相
を
呈
し
て
い
た
た
め
に
、
時
代
を
敏
感
に
反
映
し
た
村
上
春

樹
の
作
品
世
界
に
、
そ
の
時
代
的
様
相
が
自
ず
と
取
り
込
ま
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
略
）
「
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
（
稲
年
）
の
執
筆
の
時
点
で
は
、
村
上
春
樹
は

（
１
）

明
瞭
に
ユ
ン
グ
を
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

と
指
摘
し
た
。

ま
た
、
「
井
戸
」
の
テ
ー
マ
は
、
第
二
作
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー

ル
」
で
は
、
「
僕
」
の
死
ん
だ
恋
人
で
あ
る
「
直
子
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

現
れ
る
。

僕
は
井
戸
が
好
き
だ
。
井
戸
を
見
る
た
び
に
石
を
放
り
込
ん
で
み

る
。
小
石
が
深
い
井
戸
の
水
面
を
打
つ
音
ほ
ど
心
の
休
ま
る
も
の
は

（
２
）

な
い
。

こ
の
「
井
戸
」
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
冒
頭
、
直
子
が
僕
に
話
す

古
井
戸
に
つ
な
が
る
。

「
そ
れ
は
本
当
に
ｌ
本
当
に
深
い
の
よ
」
と
直
子
は
丁
寧
に
言
葉

を
選
び
な
が
ら
言
っ
た
。
彼
女
は
と
き
ど
き
そ
ん
な
話
し
方
を
し
た
。

正
確
な
言
葉
を
探
し
求
め
な
が
ら
と
て
も
ゆ
っ
く
り
と
話
す
の
だ
。

「
本
当
に
深
い
の
。
で
も
そ
れ
が
何
処
に
あ
る
か
は
誰
に
も
わ
か
ら（３）

な
い
の
、
こ
の
へ
ん
の
何
処
か
に
あ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
だ
け
れ
ど
」

し
か
し
、
そ
の
井
戸
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
風
の
歌
を
聴
け
』
の
よ
う
に
「
心

地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー
ル
』

の
よ
う
に
「
心
の
休
ま
る
」
も
の
で
も
な
い
。
直
子
は
次
の
よ
う
に
続
け

る
。

「
声
を
限
り
に
叫
ん
で
み
て
も
誰
に
も
聞
こ
え
な
い
し
、
誰
か
が

み
つ
け
て
く
れ
る
見
込
み
も
な
い
し
、
ま
わ
り
に
は
ム
カ
デ
や
ら
ク

モ
や
ら
う
よ
う
よ
い
る
し
、
そ
こ
で
死
ん
で
い
っ
た
人
た
ち
の
白
骨

が
あ
た
り
一
面
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
し
、
暗
く
て
じ
め
じ
め
し
て
い

て
、
そ
し
て
上
の
方
に
は
光
の
円
が
ま
る
で
冬
の
月
み
た
い
に
小
さ

く
小
さ
く
浮
か
ん
で
い
る
の
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
一
人
ぼ
っ
ち
で
じ

（
４
）

わ
じ
わ
と
死
ん
で
い
く
の
」

さ
ら
に
「
ね
じ
ま
き
烏
ク
ロ
ー
ク
と
で
は
、
井
戸
は
全
編
を
通
し
て

語
ら
れ
る
ｌ
「
本
田
中
尉
」
「
間
宮
伍
長
」
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
外
蒙
古

の
「
井
戸
」
で
あ
り
、
「
僕
」
が
「
笠
原
メ
イ
」
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら

れ
る
「
井
戸
」
で
あ
り
、
「
加
納
ク
レ
タ
」
が
現
れ
る
「
井
戸
」
だ
。

「
わ
か
り
ま
す
」
と
加
納
ク
レ
タ
は
言
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
こ

め
か
み
を
指
し
た
。
「
も
ち
ろ
ん
何
も
か
も
が
わ
か
る
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
答
の
多
く
は
こ
こ
に
入
っ
て
い
ま
す
。
中

に
入
っ
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
」

「
井
戸
の
底
に
下
り
る
よ
う
に
？
」

（
５
）

「
そ
う
で
す
」

前
述
の
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
「
井
戸
」
は
単
な
る
「
井
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戸
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
声
を
失
っ
て
い
る
「
直
子
」

を
は
じ
め
と
し
た
他
者
の
物
語
を
再
生
す
る
場
と
し
て
作
品
を
読
む
べ
き

だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

新
城
（
２
０
０
１
）
は
、
直
子
と
共
有
さ
れ
る
べ
き
記
憶
、
あ
る
い
は

何
人
も
の
人
間
が
命
を
絶
ち
、
頭
を
狂
わ
せ
、
時
の
淀
み
に
自
ら
の
心
を

埋
め
、
あ
て
の
な
い
思
い
に
身
を
焦
が
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
迷
惑
を
か
け
あ

っ
て
い
た
ｌ
そ
う
い
う
一
九
七
○
年
が
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー
と

を
規
定
し
て
い
る
現
実
的
時
間
で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、

七
十
年
前
後
の
学
生
運
動
と
い
っ
た
外
的
情
況
を
融
解
さ
せ
る
装
置
と
し

（
６
）

て
機
能
し
て
い
る
の
が
「
井
戸
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
舘
野
日
出
男
（
２
０
０
４
）
が
、
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー

と
を
例
に
、
小
林
正
明
（
１
９
９
８
）
『
村
上
春
樹
・
塔
と
海
の
彼
方

に
』
や
柘
植
光
彦
（
１
９
９
９
）
の
「
井
戸
」
Ⅱ
「
イ
ド
」
の
指
摘
を
受

け
、
人
々
の
生
は
無
意
識
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
意
識
と

無
意
識
を
繋
ぐ
「
水
」
に
注
目
し
て
い
る
。
「
水
」
は
生
と
死
を
も
繋
ぐ

．
（
７
）

も
の
で
あ
り
、
「
井
戸
掘
り
名
人
」
は
生
と
無
意
識
の
媒
介
者
で
あ
る
と
。

そ
の
後
、
加
藤
典
洋
（
２
０
１
１
）
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
指
摘
や
そ
れ

ま
で
の
自
身
の
見
解
を
精
繊
に
整
理
し
た
。
図
１
は
そ
の
引
用
で
あ
る
。

第
一
作
「
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
第
八
作
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」

ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
「
井
戸
」
の
形
象
と
そ
の
深
化
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

図
１
作
品
に
現
れ
る
井
戸

■里舞■
異界に通じる

エレヴェータあり

『ダンス･ダンス･ダンス』

■弼罷■

井戸あり．

エレヴェータなし

『風の歌を聴け！

『1973年のビンポールｊ

「ノルウェイの森」

■”、
異界に通じる

井戸あり

｢ねじまき鳥クロニクル』

園

麗

5０

毎二面函
井戸なし。

エレヴェータあり

a.『羊をめぐる冒険』

－－－－－

|iiiii露’
－－－－－￣専一

b・『世界の終りと…』

蟻懸！

灘灘

雫
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村上春樹「井戸」再考

加
藤
は
こ
の
形
象
に
思
想
的
感
応
を
お
ぼ
え
、
日
本
の
戦
後
性
Ｉ
近
代

社
会
に
お
け
る
孤
立
と
連
帯
の
主
題
に
関
す
る
「
原
型
的
」
な
あ
り
方
に

惹
か
れ
る
と
し
な
が
ら
、
村
上
春
樹
の
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
ア

ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
（
参
加
Ⅱ
社
会
参
加
）
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
に
も
言

及
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
一
九
九
五
年
十
一
月
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
」
第
三
部
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
の
村
上
春
樹
と
河
合
隼
雄
と
の

対
談
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
村
上
春
樹
は
、
自
分
の
考
え
方
の
変
化
な

い
し
深
化
に
つ
い
て
、
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」

図
２
連
通
管

ま
た
、
理
科
の
連
通
管
（
図
２
）
に
嘘
え
て
、
井
戸
を
掘
っ
て
い
く
と

何
層
か
の
地
下
水
の
層
に
ぶ
つ
か
り
、
別
の
個
人
と
そ
の
広
い
層
で
つ
な

が
る
。
誰
か
ら
も
離
れ
た
細
い
井
戸
を
掘
っ
て
掘
っ
た
あ
げ
く
に
、
つ
ま

り
「
孤
立
」
の
道
を
極
め
た
果
て
に
、
広
い
「
人
と
の
つ
な
が
り
」
の
海

（
８
）

に
出
る
、
と
。

へ
の
移
行
と
述
べ
、
「
井
戸
」
を
降
り
て
い
く
、
あ
る
い
は
、
「
井
戸
」
を

掘
り
進
め
て
い
く
と
い
う
比
愉
を
用
い
て
い
る
。

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
人
と
人
と
の
関

わ
り
合
い
だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
に
あ
る
よ
う
な
、
「
あ

な
た
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
、
じ
ゃ
、
手
を
つ
な
ご
う
」
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
「
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
が
る
、

と
い
う
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
あ
り
よ
う
に
、
ぼ
く
は
非
常
に
惹
か
れ

（
９
）

た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
井
戸
に
こ
も
っ
て
い

た
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
、
井
戸
か
ら
地
上
に
出
る
こ
と
に
し

た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
井
戸
」
を
そ
れ
ま
で
通
り
、
同
じ
方
向
、

下
方
に
「
掘
っ
て
掘
っ
て
掘
っ
て
い
く
と
」
、
そ
の
こ
と
が
「
ま
っ
た
く

つ
な
が
る
は
ず
の
な
い
壁
を
超
え
て
つ
な
が
る
」
、
そ
う
い
う
社
会
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
道
筋
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
う
い
う
「
命
が

け
の
飛
躍
」
と
し
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
井

戸
」
は
そ
の
よ
う
に
村
上
春
樹
の
生
き
方
と
社
会
の
出
来
事
を
背
景
に
作

品
に
反
映
し
て
い
る
。

「
井
戸
」
に
関
連
し
て
、
村
上
春
樹
は
地
下
室
と
暗
闇
に
つ
い
て
も
語
っ

て
い
る
。

人
間
の
存
在
と
い
う
の
は
二
階
建
て
の
家
だ
と
僕
は
思
っ
て
る
わ

け
で
す
。
一
階
は
人
が
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
ご
は
ん
食
べ
た
り
、
テ

レ
ビ
見
た
り
、
話
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
二
階
は
個
室
や
寝
室

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
行
っ
て
一
人
に
な
っ
て
本
読
ん
だ
り
、
一
人
で

日本文學誌要第８５号５１
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音
楽
聴
い
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
地
下
室
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ

こ
は
特
別
な
場
所
で
い
ろ
ん
な
も
の
が
置
い
て
あ
る
。
日
常
的
に
使

う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
と
き
ど
き
入
っ
て
い
っ
て
、
な
ん
か
ぼ
ん

や
り
し
た
り
す
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
地
下
室
の
下
に
は
ま
た
別
の
地

下
室
が
あ
る
と
い
う
の
が
僕
の
意
見
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
非
常
に
特

殊
な
扉
が
あ
っ
て
わ
か
り
に
く
い
の
で
普
通
は
な
か
な
か
入
れ
な
い

し
、
入
ら
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
。
た
だ
何
か
の
拍
子

に
フ
シ
と
中
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
は
暗
が
り
が
あ
る
ん
で

す
。
そ
れ
は
前
近
代
の
人
々
が
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
味
わ
っ
て
い
た
暗
闇

ｌ
電
気
が
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
ｌ
と
い
う
も
の
と
呼
応
す
る
暗
闇

だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
、
暗
闇
の
中

を
め
ぐ
っ
て
、
普
通
の
家
の
中
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
を
人
は
体
験

す
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
自
分
の
過
去
と
結
び
つ
い
て
い
た
り
す
る
、

そ
れ
は
自
分
の
魂
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
だ
か
ら
。
で
も
、
そ
こ

か
ら
ま
た
帰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
あ
っ
ち
に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ま

（
Ⅷ
）

ま
だ
と
現
実
に
復
帰
で
き
な
い
で
す
。

こ
の
語
り
は
、
村
上
春
樹
と
河
合
隼
雄
の
対
談
か
ら
引
用
し
た
。
そ
の

前
書
き
に
は
、
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ー
ク
と
を
書
き
上
げ
た
後
に
京
都

で
行
わ
れ
た
対
談
で
は
時
々
編
集
者
や
「
奥
さ
ん
」
マ
マ
）
、
翻
訳
者
の
ジ
ェ

イ
・
ル
ー
ビ
ン
が
参
加
し
、
世
間
話
を
し
た
り
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
だ
り
食

事
を
し
た
り
し
な
が
ら
「
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
そ
の
ま
ま
語
り
合
」
っ

た
、
と
い
う
肉
声
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
河
合
隼
雄
に
寄
せ
る
信
頼
と

受
容
の
深
さ
は
こ
の
前
書
き
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
他
方
、
ユ
ン
グ
派
分

析
家
で
あ
り
箱
庭
療
法
を
日
本
に
紹
介
し
た
河
合
隼
雄
は
同
じ
よ
う
に
村

上
春
樹
に
共
感
し
て
、
「
物
語
に
よ
る
癒
し
」
を
提
起
し
て
い
る
。

図
３
科
学
的
空
間

こ
の
地
下
室
の
イ
メ
ー
ジ
と
井
戸
に
寄
せ
る
思
い
を
よ
り
一
般
的
に
説

明
す
る
た
め
に
心
理
臨
床
で
用
い
ら
れ
る
バ
ウ
ム
テ
ス
ト
を
想
定
し
た
。

バ
ウ
ム
Ｂ
ａ
ｕ
ｍ
「
樹
木
」
か
ら
想
像
さ
れ
る
と
お
り
、
被
験
者
に
は
一

枚
の
紙
に
木
の
絵
を
描
か
せ
、
心
の
あ
り
方
を
解
釈
す
る
テ
ス
ト
で
あ
る
。

ス
イ
ス
の
心
理
学
者
カ
ー
ル
・
コ
ッ
ホ
が
発
展
さ
せ
、
心
理
臨
床
の
現
場

（
、
）

で
一
種
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

数
学
や
物
理
学
な
ど
自
然
科
学
分
野
で
空
間
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、

一
般
に
、
原
点
で
直
交
す
る
三
つ
の
座
標
軸
を
持
つ
広
が
り
、
と
い
う
意

味
で
空
間
が
論
じ
ら
れ
る
。
図
３
の
よ
う
な
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
座
標
軸
で
示
さ
れ

る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
科
学
的
空
間
は
空
間
を
満
た
し
て
い
る
物
体
に
違

い
が
あ
っ
て
も
空
間
そ
の
も
の
は
ど
の
点
を
取
っ
て
も
均
質
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
点
、
あ
ら
ゆ
る
線
は
対
等
で
あ
り
質
の
違
い
は
な
い
。

Y軸

X軸

０

Ｚ
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図
４
空
間
象
徴
モ
デ
ル
（
、
）

意識・精神・魂・理性的・解脱・昇華・非実際的

抽象的・理論的・目標・優位性・清澄。高潔

的会
的

的
向
省
曲
社
衛

去
想
滞

暗
内
内
屈
非
防
女
母
過
空
停

的
的

的
向
為
進
会
撃

来
実
展

明
外
行
前
社
攻
男
父
未
現
発

地盤・拠点・物質・即物的・衝動・本能・官能

下意識・無意識・集合的無意識

こ
れ
に
対
し
て
現
象
学
で
は
「
生
き
ら
れ
た
空
間
］
｜
の
の
Ｅ
Ｃ
の
ぐ
の
目
」

が
強
調
さ
れ
る
。
（
「
生
き
ら
れ
た
空
間
」
は
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
と
も

訳
さ
れ
る
が
、
現
象
学
的
精
神
医
学
の
Ｅ
・
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
が
「
生
き

ら
れ
る
時
間
」
と
対
に
し
て
提
示
し
た
概
念
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
十
世

紀
中
頃
に
か
け
て
、
現
象
学
的
方
法
が
哲
学
や
諸
分
野
に
波
及
し
て
い
く

過
程
で
議
論
が
活
発
に
な
り
、
哲
学
者
の
ポ
ル
ノ
ウ
や
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ

ィ
、
科
学
史
の
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
地
理
学
の
ト
ゥ
ア
ン
ら
の
議
論
が
知
ら

れ
て
い
る
。
）

科
学
的
空
間
は
理
論
的
な
抽
象
の
産
物
で
あ
っ
て
、
空
間
を
認
識
す
る

観
測
者
は
つ
ね
に
空
間
の
外
部
に
位
置
し
内
部
に
は
存
在
し
得
な
い
。
そ

れ
を
実
際
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ポ
ル
ノ
ウ
は
科
学
的
空
間
を
「
数

学
的
空
間
」
、
生
き
ら
れ
た
空
間
を
「
体
験
さ
れ
て
い
る
空
間
□
の
Ｈ
＆
の
耳
の

幻
目
白
」
と
呼
び
「
体
験
さ
れ
て
い
る
空
間
」
は
「
人
間
の
居
場
所
が
原

点
で
あ
り
、
原
点
は
他
の
点
に
優
越
す
る
」
と
し
て
い
る
。

人
間
の
居
場
所
が
原
点
で
あ
る
と
す
る
ポ
ル
ノ
ウ
の
指
摘
は
「
こ
こ
」

と
い
う
場
所
に
関
係
し
て
い
る
。
「
私
」
と
い
う
主
体
は
つ
ね
に
「
こ
こ
」

に
存
在
し
、
他
の
「
こ
こ
」
と
は
決
し
て
交
換
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
「
こ

こ
」
が
な
け
れ
ば
「
こ
こ
以
外
」
に
空
間
が
差
異
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

田
中
彰
吾
（
２
０
０
８
）
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
身
体
の
構
造
と
姿
勢
を

通
じ
て
、
上
下
・
前
後
・
左
右
と
い
う
三
つ
の
方
向
に
沿
っ
て
空
間
を
分

節
し
て
認
識
し
て
い
る
」
と
し
て
上
下
に
つ
い
て
検
討
し
、
前
後
や
左
右

は
個
別
の
身
体
に
密
着
し
た
空
間
だ
が
、
上
下
は
身
体
か
ら
の
独
立
性
が

高
く
、
自
己
と
他
者
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
一
定
の
客
観
性
を
有
す
る
の

で
、
空
間
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
を
身
体
構

造
の
差
異
、
姿
勢
と
の
対
応
、
生
成
変
化
の
方
向
、
行
動
に
と
っ
て
の
差

日本文學誌要第８５号5３

＜－

＋
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六
十
年
代
の
地
方
出
身
学
生
の
住
ま
い
は
賄
い
付
き
の
下
宿
も
し
く
は

大
学
の
運
営
す
る
学
生
寮
が
普
通
だ
っ
た
。
一
九
六
二
年
の
受
験
雑
誌
「
蛍

雪
時
代
」
に
よ
る
と
一
旦
一
～
一
一
一
食
付
き
の
下
宿
代
は
東
京
で
月
七
千
円

か
ら
九
千
五
百
円
が
相
場
で
あ
る
。
生
活
面
で
は
大
学
寮
の
方
が
圧
倒
的

に
厳
し
く
、
先
輩
後
輩
の
上
下
関
係
が
歴
然
と
し
て
い
た
。
一
度
は
入
寮

し
た
も
の
の
自
由
な
生
活
を
求
め
、
寮
か
ら
夢
の
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
に
転

身
を
図
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
舞
台
と
な
る

「
和
敬
塾
」
に
は
「
東
大
」
の
「
永
沢
さ
ん
」
や
「
あ
る
国
立
大
学
」
の

「
突
撃
隊
」
が
登
場
す
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
一
場
面
で
あ
る
。

そ
し
て
七
十
年
代
に
は
下
宿
屋
と
銘
打
っ
て
は
い
て
も
賄
い
の
な
い
間

借
り
が
増
え
、
松
本
零
士
の
「
男
お
い
ど
ん
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な

人
情
物
語
が
木
造
ア
パ
ー
ト
で
展
開
さ
れ
た
り
す
る
。
袋
入
り
イ
ン
ス
タ

異
の
四
点
に
整
理
し
た
。
「
上
」
は
「
心
・
理
性
・
精
神
・
意
識
・
成
長

・
発
達
・
夢
・
空
想
な
ど
」
を
、
「
下
」
は
「
性
・
本
能
・
衝
動
・
無
意

識
・
退
行
・
衰
退
・
現
実
・
地
盤
な
ど
」
で
あ
り
、
空
間
象
徴
図
と
対
照

し
て
、
下
方
向
は
被
験
者
の
暗
い
部
分
、
言
わ
ば
受
け
入
れ
が
た
い
過
去

の
記
憶
が
描
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
結
論
と
し
て
「
ト
ゥ
ア
ン
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
間
は
、
単
に
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
あ

る
枠
組
み
を
空
間
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
い

つ
も
そ
の
枠
組
み
に
は
気
づ
い
て
い
な
ど
。
我
々
が
自
覚
し
よ
う
と
し

ま
い
と
、
身
の
ま
わ
り
に
広
が
る
空
間
は
、
つ
ね
に
潜
在
的
な
意
味
に
満

（
聰
）

ち
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

二
、
胄
舂
の
終
焉
と
空
虚
さ

ン
ト
ラ
ー
メ
ン
が
発
売
さ
れ
る
の
も
こ
の
年
代
で
あ
る
。

六
十
年
安
保
問
題
は
、
一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
日
米
安
全
保
障
条
約
ｌ
「
安
保
条
約
」
の
改
定
に

対
し
て
、
学
生
を
中
心
に
反
対
運
動
が
展
開
ざ
れ
国
論
を
割
っ
た
。
こ
の

六
十
年
安
保
の
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
の
が
「
全
日
本
学
生
自
治
会
総

連
合
」
い
わ
ゆ
る
全
学
連
で
あ
る
。
彼
ら
は
何
度
と
な
く
警
官
隊
と
衝
突

し
国
会
突
入
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
運
動
は
最
高
潮
に
達
し
た
が
、

安
保
改
定
後
、
運
動
方
針
を
め
ぐ
っ
て
内
部
分
裂
を
起
こ
し
、
「
過
激
派
」

「
内
ゲ
バ
」
と
い
っ
た
形
容
に
代
表
さ
れ
る
一
部
先
鋭
化
し
た
運
動
に
変

質
し
て
い
く
。

そ
の
一
方
、
大
学
の
学
費
値
上
げ
や
学
生
会
館
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
っ

て
の
大
学
当
局
と
学
生
自
治
会
の
対
立
が
一
般
学
生
を
巻
き
込
み
拡
大
し

た
。
そ
れ
ら
は
安
保
再
改
定
の
政
治
問
題
と
も
連
動
し
て
全
国
各
地
の
大

学
に
波
及
し
、
「
全
学
共
闘
会
議
」
す
な
わ
ち
「
全
共
闘
」
が
結
成
さ
れ

る
。村
上
春
樹
が
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
に
入
学
し
た
一
九
六
八
年
は
一

月
の
空
母
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
阻
止
闘
争
に
幕
を
開
け
、
日
大
全
共

闘
が
三
万
人
を
集
め
て
の
「
大
衆
団
交
」
を
行
い
、
十
月
の
国
際
反
戦
デ
ー

闘
争
で
は
新
宿
で
騒
乱
罪
が
適
用
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
翌
六
九
年
は
東
大

安
田
講
堂
の
攻
防
戦
が
あ
り
、
各
地
で
大
学
入
試
が
中
止
さ
れ
た
。
大
学

の
授
業
や
定
期
試
験
も
当
然
行
わ
れ
な
い
。
赤
軍
派
が
日
航
機
よ
ど
号
を

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
す
る
の
は
一
九
七
○
年
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
が
戦
後
の
貧
し
さ
か
ら
経
済
的
な
高
度
成
長
に
向
か
う

過
渡
期
に
す
っ
ぽ
り
入
り
、
経
済
の
高
度
成
長
が
軌
道
に
乗
っ
た
一
九
七

○
年
前
後
に
な
る
と
、
政
治
に
対
す
る
意
識
は
驚
く
ほ
ど
の
早
さ
で
退
潮

5４
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し
、
そ
の
ま
ま
物
質
的
な
欲
求
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
っ
た
こ
と
は
語
る
ま

で
も
な
い
。

こ
の
間
の
状
況
に
つ
い
て
三
浦
雅
士
は
こ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

だ
い
た
い
１
９
５
０
年
代
、
日
本
に
は
ま
だ
戦
後
の
雰
囲
気
が
濃

厚
に
漂
っ
て
い
た
。
街
に
は
傷
痩
軍
人
が
い
た
し
、
ラ
ジ
オ
で
は
「
尋

ね
人
の
時
間
」
を
や
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
貧
し
か
っ
た
。
電
話
の

な
い
家
が
普
通
だ
っ
た
し
、
水
洗
便
所
じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ

た
。
朝
鮮
戦
争
の
特
需
で
持
ち
直
し
、
帥
年
代
で
飛
躍
的
に
復
興
し

た
わ
け
だ
け
ど
、
Ⅱ
年
代
末
に
な
っ
て
も
新
宿
の
繁
華
街
だ
っ
て
一

歩
裏
通
り
に
入
る
と
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
道
路
が
ま
だ
ま
だ
残
っ
て

い
た
。

そ
れ
で
も
と
に
か
く
高
度
成
長
を
果
た
し
て
、
上
り
調
子
で
ｎ
年

代
に
入
っ
た
。
乃
年
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
で
待
つ
た
を
か
け
ら
れ
、

そ
れ
か
ら
や
や
水
平
飛
行
に
移
っ
た
。
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
。
学
生

運
動
も
ま
っ
た
く
同
じ
軌
跡
を
た
ど
っ
た
。
帥
年
代
、
経
済
復
興
と

と
も
に
盛
り
上
が
り
、
ｎ
年
代
、
水
平
飛
行
に
移
る
と
同
時
に
シ
ラ

（
Ⅲ
〉

け
た
。

村
上
春
樹
が
陽
子
夫
人
と
結
婚
す
る
の
は
一
九
七
一
年
二
十
二
歳
、
ジ

ャ
ズ
喫
茶
「
ピ
ー
タ
ー
・
キ
ャ
ッ
ト
」
を
開
店
す
る
の
は
そ
の
一
一
一
年
後
、

大
学
卒
業
は
一
九
七
五
年
二
十
六
歳
で
あ
る
。

川
本
三
郎
（
１
９
９
８
）
は
そ
の
年
代
と
村
上
春
樹
の
関
連
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

村
上
春
樹
に
と
っ
て
帥
年
代
は
ビ
ー
ト
ル
ズ
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

そ
し
て
大
学
闘
争
の
時
代
と
い
う
以
上
に
、
高
度
経
済
成
長
の
時
代

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
幻
想
で
し
か
な
い
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
あ
の
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
確
か
な
手
応
え
が
あ
っ

た
、
空
虚
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
。
あ
の
時
代
に
は
傷

つ
く
こ
と
も
出
来
た
し
、
は
っ
き
り
と
泣
く
こ
と
も
出
来
た
。
自
殺

．
（
Ⅱ
）

す
る
こ
と
す
ら
出
来
た
１
．

六
○
年
代
は
村
上
春
樹
に
と
っ
て
の
青
春
時
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま

だ
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
生
活
の
全
領
域
を
お
お
う
こ
と
も
な
か
っ
た
シ
ン

プ
ル
で
牧
歌
的
な
時
代
で
あ
り
、
処
女
作
『
風
の
歌
を
聴
け
」
は
死
者
を

思
い
出
し
、
死
者
と
の
訣
別
を
確
認
す
る
こ
と
で
青
春
の
終
わ
り
を
自
分

に
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
り
、
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
そ

の
六
○
年
代
と
い
う
黄
金
の
時
代
に
殉
じ
る
よ
う
に
し
て
自
殺
し
た
「
直

子
」
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

村
上
春
樹
は
時
代
の
な
か
に
も
自
分
自
身
の
な
か
に
も
そ
し
て
お
そ
ら

く
は
言
葉
の
な
か
に
も
大
き
な
空
虚
を
見
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
空
っ

ぽ
の
世
界
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
。
『
風
の
歌
を
聴
け
」
に
出
て
く
る

火
星
の
底
な
し
井
戸
の
よ
う
に
世
界
は
い
つ
か
ら
か
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ま
ん
な
か
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
何
も
な
い
。
た
だ
風
が
吹
い
て

い
る
。
そ
ん
な
空
虚
さ
の
確
認
が
ま
ず
は
じ
め
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
ひ
と

は
何
と
か
そ
の
空
虚
さ
に
耐
え
、
前
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
そ
の
あ
と
に
さ
ら
な
る
空
虚
が
訪
れ
よ
う
と
も
。
村
上
春
樹
は
そ
の
こ

と
を
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
（
彼
の
好
き
な
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
）
「
シ

ン
プ
ル
」
に
い
い
続
け
て
い
る
。

ま
た
、
三
浦
雅
士
（
２
０
０
１
）
は
村
上
春
樹
の
作
品
に
対
し
て
、
そ

れ
ま
で
の
日
本
的
な
教
養
小
説
的
な
作
品
世
界
と
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
の

存
在
価
値
を
認
め
て
お
り
、
七
○
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
彼
が
日

本
の
文
学
作
品
の
み
な
ら
ず
社
会
的
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
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う
に
述
べ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
１
９
６
０
年
代
の
資
本
主
義
の
変
容
に
対
応
す
る
そ

の
表
現
の
素
早
さ
に
お
い
て
、
手
塚
治
虫
の
影
響
下
に
出
発
し
た
一

群
の
少
女
漫
画
家
た
ち
の
右
に
出
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

や
が
て
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
卯
年
代
に
か
け
て
、
そ
の
少
女
漫
画

に
ひ
た
り
き
る
よ
う
に
し
て
育
っ
た
一
群
の
小
説
家
た
ち
が
登
場
し

は
じ
め
る
。
物
語
の
描
き
方
も
少
女
漫
画
の
雰
囲
気
を
濃
厚
に
漂
わ

マ
マ

せ
た
小
説
家
た
ち
、
士
ロ
本
ば
な
な
、
小
川
洋
子
か
ら
、
篠
原
一
に
い

た
る
小
説
家
た
ち
で
あ
る
。
世
紀
転
換
期
の
文
学
を
賑
わ
し
た
の
は

こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
だ
っ
た
。

あ
た
か
も
そ
の
予
兆
の
よ
う
に
、
１
９
７
０
年
代
な
か
ば
か
ら
別

年
代
に
か
け
て
、
村
上
龍
と
村
上
春
樹
が
登
場
し
て
い
た
。
こ
の
二

人
の
作
家
に
お
い
て
も
成
長
の
神
話
は
す
で
に
破
棄
さ
れ
て
い
た
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
成
長
の
物
語
で
は
な
く
、
冒
険
の
物
語
、
遍
歴

の
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ

た
背
景
に
は
、
少
女
漫
画
の
隆
盛
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
と
り

わ
け
村
上
春
樹
に
お
い
て
そ
れ
は
著
し
か
っ
た
。

村
上
春
樹
と
吉
本
ば
な
な
の
雰
囲
気
は
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
。
村

上
春
樹
の
影
響
が
吉
本
ぱ
な
な
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
。
会
話
と
い

い
場
面
転
換
と
い
い
、
村
上
春
樹
の
中
に
す
で
に
少
女
漫
画
の
特
徴

は
明
瞭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
さ
し
ず
め
そ

（
脂
）

の
典
型
と
い
っ
て
い
い
。

こ
の
指
摘
は
、
日
本
の
社
会
が
経
験
し
た
戦
後
の
経
済
復
興
と
政
治
的

挫
折
、
そ
し
て
、
資
本
主
義
至
上
社
会
に
お
け
る
個
の
喪
失
と
伝
統
的
な

小
説
世
界
へ
の
信
頼
喪
失
を
含
ん
で
い
る
。
こ
と
ば
に
よ
る
信
頼
関
係
を

こ
の
作
品
の
原
型
「
蛍
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
「
蛍
」
に
つ
い
て
村
上
春
樹
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

僕
は
昔
「
蛍
』
と
い
う
話
が
書
き
た
く
て
、
さ
っ
と
書
い
ち
ゃ
っ

た
ん
で
す
。
で
、
短
編
と
し
て
の
で
き
も
そ
う
悪
く
な
か
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。
た
だ
ね
、
語
り
残
し
た
、
も
っ
と
上
手
に
書
け
た
は
ず

と
い
う
思
い
は
僕
の
心
の
中
に
ず
っ
と
残
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ

に
ケ
リ
を
つ
け
た
い
と
い
う
こ
と
は
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。

あ
の
話
の
中
に
は
も
っ
と
も
っ
と
強
く
語
ら
れ
た
が
っ
て
い
る
も
の

が
潜
ん
で
い
る
と
。
も
っ
と
膨
ら
ま
せ
て
、
も
っ
と
力
の
あ
る
も
の

に
し
た
い
、
と
。
で
も
…
…
結
構
か
か
っ
ち
ゃ
っ
た
で
す
ね
、
…
…

（
肥
）

ケ
リ
を
つ
け
ら
れ
る
だ
け
の
力
を
蓄
え
る
ま
で
に

こ
う
し
て
第
一
章
に
物
語
を
過
去
へ
と
引
き
戻
す
た
め
の
回
想
シ
ー
ン

が
描
か
れ
、
第
三
章
以
降
、
物
語
が
膨
ら
ん
で
い
く
。
病
気
療
養
を
し
て

い
る
直
子
と
健
全
な
イ
メ
ー
ジ
の
緑
ｌ
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
静
と
動
、

あ
る
い
は
生
と
死
と
い
う
ふ
う
に
二
つ
の
世
界
を
見
せ
、
そ
の
あ
い
だ
に
、

キ
ズ
キ
、
レ
イ
コ
さ
ん
、
永
沢
さ
ん
、
そ
し
て
ハ
ッ
ミ
さ
ん
と
い
う
人
物

が
絡
ま
っ
て
く
る
。

築
く
こ
と
の
険
し
さ
は
、
例
え
ば
手
塚
治
虫
の
「
鉄
腕
ア
ト
ム
」
や
萩
尾

望
都
の
「
ボ
ー
の
一
族
」
に
代
表
さ
れ
る
冒
険
の
物
語
、
遍
歴
の
物
語
に

顕
れ
た
。
人
間
的
成
長
を
望
む
こ
と
の
な
い
ア
ト
ム
や
バ
ン
パ
イ
ヤ
と
し

て
の
永
遠
と
悲
哀
を
帯
び
る
主
人
公
た
ち
は
、
そ
の
段
階
で
共
通
の
認
識

の
上
で
虚
構
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

｜
｜
｜
、
井
戸
と
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
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村上春樹「井戸」再考

井
戸
は
地
上
か
ら
掘
り
下
げ
ら
れ
、
地
下
水
を
汲
み
上
げ
る
た
め
の
装

置
で
あ
り
、
ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
は
と
く
に
珍
し
い
風
景
で
も
な
か
っ
た
。

砂
漠
の
井
戸
は
オ
ア
シ
ス
と
し
て
生
命
を
保
証
し
、
農
耕
に
も
欠
か
す
こ

と
は
出
来
な
い
。
「
本
当
に
大
事
な
も
の
は
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ

る
」
は
井
戸
と
砂
漠
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
有
名
な
サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。

ま
た
、
井
戸
は
地
上
と
地
下
を
結
ぶ
が
、
日
常
生
活
で
は
井
戸
の
底
か

ら
社
会
を
眺
め
る
こ
と
は
な
い
。
単
純
に
個
れ
井
戸
の
底
に
我
が
身
を
置

い
た
と
し
て
、
地
上
に
戻
る
す
べ
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
状
況
は
頭
上
に
出

口
が
見
え
る
だ
け
に
絶
望
は
深
く
、
観
念
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

し
て
、
村
上
春
樹
が
死
を
テ
ー
マ
に
作
品
を
産
み
だ
し
て
き
た
こ
と
が
井

戸
の
意
義
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
と
、
自
殺
し
た
親
友

の
恋
人
で
あ
る
「
直
子
」
、
大
学
で
知
り
合
っ
た
「
小
林
緑
」
、
精
神
を
病

ん
で
療
養
所
に
入
っ
た
直
子
と
同
室
の
年
上
の
女
性
ｌ
レ
イ
コ
の
四
人
が

織
り
な
す
物
語
だ
。
直
子
は
死
の
世
界
に
属
し
、
緑
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満

ち
た
生
の
世
界
に
属
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
岸
に
属
し
た
直
子

と
此
岸
に
属
す
る
緑
の
物
語
が
絢
い
交
ぜ
に
な
っ
て
進
行
す
る
。
「
僕
」

は
そ
の
真
ん
中
に
あ
る
空
虚
な
結
び
目
で
あ
る
。
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

は
僕
が
緑
と
い
う
女
の
子
に
導
か
れ
て
、
彼
岸
か
ら
此
岸
へ
と
、
あ
の
世

か
ら
こ
の
世
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
物
語
と
い
っ
て
い
い
。

三
浦
雅
士
（
２
０
０
３
）
は
「
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
。

最
後
に
「
僕
」
は
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
中
で
緑
の
名
前
を
呼
び
続
け
、
自

分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
も
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
も
、
冥
界
へ
下
っ
て
帰
っ

（
Ⅳ
）

て
き
た
物
語
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

人
間
は
最
終
的
に
は
死
に
よ
っ
て
し
か
意
味
づ
け
ら
れ
な
い
。
「
な
ぜ

人
は
死
ぬ
の
か
」
と
い
う
問
い
は
「
な
ぜ
人
は
生
ま
れ
た
の
か
」
と
い
う

問
い
と
、
あ
る
意
味
で
は
同
義
で
あ
る
。
言
葉
は
こ
の
世
に
通
じ
て
い
る

と
同
時
に
あ
の
世
に
も
通
じ
て
い
る
。
「
彼
岸
」
は
言
葉
で
あ
り
、
物
語

を
指
し
、
文
学
の
別
名
で
も
あ
る
。
荘
子
の
「
胡
蝶
の
夢
」
ｌ
荘
子
が
蝶

と
な
っ
て
百
年
を
花
上
に
遊
ん
だ
と
夢
に
見
て
目
覚
め
、
夢
で
蝶
と
な
っ

た
の
か
、
蝶
が
夢
を
見
て
今
の
自
分
に
な
っ
た
の
か
疑
っ
た
と
い
う
故
事

が
示
す
よ
う
に
、
「
体
験
さ
れ
て
い
る
空
間
」
が
人
間
の
原
点
で
あ
り
、

「
私
」
と
い
う
主
体
は
つ
ね
に
「
こ
こ
」
に
存
在
し
、
「
こ
こ
」
が
な
け
れ

ば
「
こ
こ
以
外
」
に
空
間
が
差
異
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

バ
レ
エ
「
白
鳥
の
湖
」
は
悪
魔
ロ
ー
ト
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
白
鳥
に
変
え

ら
れ
た
王
女
オ
デ
ッ
ト
を
、
王
子
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
が
救
い
出
そ
う
と
す

る
物
語
だ
が
、
結
末
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
は
、
オ
デ
ッ
ト

が
彼
岸
に
属
し
、
此
岸
の
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
が
往
還
す
る
物
語
で
あ
り
、

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
基
本
的
に
同
じ
だ
と
す
る
。
舞
踏
は
人
間
の
身

体
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
生
命
そ
の
も
の
を
素
材
と
す
る
芸
術
で
あ
り
、
死

が
生
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
舞
踏
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
身

体
と
い
う
現
在
が
つ
ね
に
死
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
優
れ
た
舞
踏
は
す
べ
て
「
冥
界
下
降
認
」
で
あ
る
と

、
し
、

村
上
春
樹
は
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
の
だ
ろ

う
。
『
風
の
歌
を
聴
け
」
か
ら
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー
上
へ
、

「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー
ル
」
か
ら
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
へ
と
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「
風
の
歌
を
聴
け
』
の
彼
女
は
、
や
が
て
「
蛍
』
の
彼
女
に
、
そ
し
て

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
直
子
に
変
容
し
て
い
く
。
さ
ら
に
『
国
境
の
南
、

太
陽
の
西
」
の
島
本
さ
ん
、
「
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』
の
す
み
れ
、
そ

し
て
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
の
佐
伯
さ
ん
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
連

鎖
は
無
意
識
領
域
を
象
徴
す
る
「
井
戸
」
の
連
鎖
と
呼
応
し
な
が
ら
物
語

の
低
音
部
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
無
意
識
領
域
の
低
音
が
「
物
語
の
癒

し
」
と
な
っ
て
読
者
の
共
感
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

井
戸
は
そ
の
象
徴
的
な
活
用
弁
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
『
ノ
ル
ウ
ェ

イ
の
森
』
は
僕
が
緑
に
電
話
を
か
け
、
緑
の
「
あ
な
た
、
今
ど
こ
に
い
る

の
？
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
独
白
で
終
わ
る
。

僕
は
今
ど
こ
に
い
る
の
だ
？

僕
は
受
話
器
を
持
っ
た
ま
ま
顔
を
上
げ
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
わ

り
を
ぐ
る
り
と
見
ま
わ
し
て
み
た
。
僕
は
今
ど
こ
に
い
る
の
だ
？

（
略
）
僕
は
ど
こ
で
も
な
い
場
所
の
ま
ん
中
か
ら
緑
を
呼
び
つ
づ
け

て
い
た
。
（
傍
点
作
者
） （
旧
）

ん
で
み
せ
た
の
で
あ
る
。

と
位
置
づ
け
評
価
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

転
じ
た
と
き
、
自
分
が
書
い
て
い
る
一
連
の
物
語
は
冥
界
下
降
護
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
感
じ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
そ
の
こ
と
じ
た
い
を
主

題
に
し
た
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン

ド
』
を
書
き
、
さ
ら
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
を
書
い
た
。
時
代
に

漂
う
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
、
人
間
に
普
遍
的
な
冥
界
下
降
讃
に
注
ぎ
こ

注（
１
）
柘
植
光
彦
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
『
井
戸
」
ｌ
村
上
春
樹
は
な
ぜ
河
合

隼
雄
に
会
い
に
い
っ
た
か
ｌ
」
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
匹
（
若
草

書
房
、
一
九
九
九
・
十
）
一
二
七
頁
、
初
出
「
国
文
学
」
一
九
九
八
年

二
月
臨
時
増
刊

（
２
）
村
上
春
樹
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ポ
ー
ル
』
（
講
談
社
、
一
九
八
○
・

六
）
十
八
頁
、
初
出
「
群
像
」
一
九
八
○
・
三
月
号

（
３
）
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
（
講
談
社
、
一
九
八
七
・
九
）
十
一

頁

（
４
）
同
十
二
頁

（
５
）
村
上
春
樹
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
（
新
潮
社
、
’
九
九
四
・
四
）

第
二
部
予
言
す
る
鳥
編
二
四
七
頁

（
６
）
新
城
郁
夫
「
『
井
戸
』
を
見
過
ご
し
、
他
者
の
声
を
聞
け
」
（
新
潮
社
、

二
○
○
一
・
十
二
）
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
Ｍ
ｏ
ｏ
ｋ
村
上
春
樹
が
わ
か
る
』

十
四
～
十
七
頁

（
７
）
舘
野
日
出
男
『
ロ
マ
ン
派
か
ら
現
代
へ
ｌ
村
上
春
樹
、
三
島
由
紀
夫
、

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
』
（
鳥
影
社
、
二
○
○
四
・
三
）
五
八
頁

（
８
）
加
藤
典
洋
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む
１
９
７
９
～
２
０
１

サ
リ
ン
事
件
、
阪
神
大
震
災
、
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
貿
易
セ
ン
タ
ー
ピ

ル
ヘ
の
テ
ロ
、
と
時
代
と
世
相
が
劇
的
に
変
化
す
る
な
か
で
、
村
上
春
樹

の
発
言
は
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
か
ら
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
へ
と
移
行
し
て
き
た
。
「
１
Ｑ
８
４
」
に
表
れ
る
「
二
つ
の
月
」
や
父

親
と
の
関
わ
り
な
ど
、
さ
ら
に
村
上
春
樹
の
世
界
に
迫
る
水
脈
を
掘
り
起

こ
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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村上春樹「井戸」再考

（
９
）
河
合
隼
雄
、
村
上
春
樹
「
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
行
く
」
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
・
十
二
）
、
七
○
～
七
一
頁

（
、
）
村
上
春
樹
「
夢
を
見
る
た
め
に
毎
朝
僕
は
目
覚
め
る
の
で
す
ｌ
村
上
春

樹
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
１
１
９
７
１
２
０
０
９
」
（
文
藝
春
秋
、
二
○
一

○
・
九
）
九
八
～
九
九
頁

（
ｕ
）
【
。
ｎ
戸
【
・
□
の
Ｈ
切
目
日
斤
の
の
＆
の
目
⑪
四
・
四
弓
の
尻
一
九
五
三
年
、
林
勝
造

・
国
吉
政
一
・
一
谷
彊
訳
「
バ
ウ
ム
・
テ
ス
ト
」
日
本
文
化
科
学
社
、

一
九
七
○
・
二

（
、
）
田
中
彰
吾
「
空
間
象
徴
の
理
論
的
基
礎
づ
け
ｌ
身
体
性
の
観
点
か
ら
」

『
東
海
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
第
二
十
八
号
（
二
○
○
八
・

三
）
｜
～
十
八
頁

（
旧
）
三
浦
雅
士
『
村
上
春
樹
と
柴
田
元
幸
の
も
う
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
」
（
新

書
館
、
二
○
○
一
一
一
・
七
）
四
七
頁

（
ｕ
）
川
本
三
郎
「
こ
の
空
っ
ぽ
の
世
界
の
中
で
ｌ
村
上
春
樹
論
」
（
若
草
書

房
、
’
一
九
九
八
・
一
）
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
妬
村
上
春
樹
」
二

六
～
二
七
頁
、
初
出
一
九
九
一
年
『
文
学
界
臨
時
増
刊
村
上
春
樹
ブ

ッ
ク
」

（
妬
）
三
浦
雅
士
「
青
春
の
終
焉
」
（
講
談
社
、
一
一
○
○
｜
・
九
）
四
八
○
頁

（
Ｍ
）
「
村
上
春
樹
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
ユ
リ
イ
カ
臨
時
増
刊
（
青
士
社
、

一
九
八
九
・
六
）
二
○
二
頁
（
『
村
上
春
樹
の
世
界
」
初
出
『
ロ
日
シ
ヨ
○
三
」

一
九
八
八
・
四
）

（
Ⅳ
）
三
浦
雅
士
『
村
上
春
樹
と
柴
田
元
幸
の
も
う
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
」
（
新

書
館
、
二
○
○
三
・
七
）
六
八
頁

１
」
（
講
談
社
、
二
○
一
一
・
八
）
初
出
「

号
～
二
○
｜
一
年
四
月
号
、
二
五
～
六
四
頁

初
出
「
群
像
」
二
○
○
九
年
九
月

（
旧
）
同
六
八
～
七
○
頁

参
考
文
献

井
上
義
夫
『
村
上
春
樹
と
日
本
の
「
記
憶
」
」
（
新
潮
社
、
一
九
九
九
・
七
）

浦
澄
彬
『
村
上
春
樹
を
歩
く
ｌ
作
品
の
舞
台
と
暴
力
の
影
」
（
彩
流
社
、
二
○

○
○
・
十
二
）

大
塚
恵
一
・
池
川
健
司
・
中
村
浩
平
訳
「
人
間
と
空
間
」
（
せ
り
か
書
房
、
一

九
七
八
・
一
一
一
）
（
国
・
旨
○
コ
・
○
・
句
．
こ
の
ロ
の
ｓ
目
□
両
目
日
・
の
日
耳
彊
『
け
三
・
【
・
亘
‐

盲
白
日
臼
』
①
岳
）

木
股
知
史
「
手
記
と
し
て
の
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
Ｅ
「
日
本
文
学
研
究
論
文
集

妬
村
上
春
樹
」
（
若
草
書
房
、
一
九
九
八
・
二

加
藤
典
洋
編
「
村
上
春
樹
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
」
（
荒
地
出
版
、
一
九
九
六
・
十
）

加
藤
典
洋
弓
海
辺
の
カ
フ
カ
」
と
「
換
職
的
な
世
界
」
」
（
講
談
社
、
群
像
二

○
○
一
一
一
・
二
月
号
）

川
村
湊
・
大
杉
重
男
「
村
上
龍
と
村
上
春
樹
」
（
講
談
社
、
群
像
二
○
○
○
・

七
月
号
）

川
本
三
郎
「
こ
の
空
っ
ぽ
の
世
界
の
中
で
」
「
日
本
文
学
研
究
論
文
集
妬
村
上

春
樹
」
（
若
草
書
房
、
一
九
九
八
・
二

黒
古
一
夫
『
村
上
春
樹
「
喪
失
」
の
物
語
か
ら
「
転
換
」
の
物
語
へ
」
（
勉
誠

出
版
、
二
○
○
七
・
十
）

鈴
木
智
之
『
村
上
春
樹
と
物
語
の
条
件
」
（
青
弓
社
、
二
○
○
九
・
八
）

全
国
全
共
闘
機
関
紙
合
同
縮
刷
版
編
集
委
員
会
「
全
共
闘
機
関
紙
合
同
縮
刷

版
」
（
群
出
版
、
一
九
八
四
・
九
）

立
花
隆
「
中
核
朋
革
マ
ル
上
・
下
」
（
講
談
社
、
一
九
七
五
・
十
こ

と
よ
だ
も
と
ゆ
き
「
村
上
春
樹
と
小
阪
修
平
の
１
９
６
８
年
』
（
新
泉
社
、
二
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由
紀
草
一
『
団
塊
の
世
代
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
（
洋
泉
社
、
二
○
○
三
・
十
）

吉
田
春
生
『
村
上
春
樹
、
転
換
す
る
」
（
彩
流
社
、
一
九
九
七
・
十
二

］
口
目
門
口
ご
Ｐ
四
国
Ｈ
巨
画
彦
自
巨
局
凹
丙
四
口
目
四
口
。
庁
ロ
の
二
員
巨
の
］
、
○
ｍ
ご
「
○
吋
□
の
．
⑭
。
つ
い
弓
営
の

四
四
吋
ぐ
屋
宅
局
印
の
・
旧
○
口
○
○
口

古
屋
健
三
『
青
春
と
い

協
会
、
二
○
○
一
・
十
）

毎
日
新
聞
社
「
シ
リ
ー

ヶ
ー
ド
の
中
の
青
春
』
一

○

●

、－〆

中
村
政
則
編
『
」

二
○
○
四
・
六
）

○
○
九
・
八
）

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
「
村
上
春
樹
と
小
説
の
現
在
」
（
和
泉
書
院
、
二

『
青
春
と
い
う
亡
霊
ｌ
近
代
文
学
の
中
の
青
年
」

『
年
表
昭
和
史
」
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
肌
６
２
４
（
岩
波
書
店
、

『
シ
リ
ー
ズ
別
世
紀
の
記
憶
１
９
６
８
年
グ
ラ
フ
テ
ィ

二
九
九
八
・
十
一
）

（
た
け
い
あ
き
や
．
札
幌
国
際
大
学
教
授
）

（
日
本
放
送
出
版バ

リ
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