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ま
ず
、

べ
る
。『

こ
こ
ろ
』
は
夏
目
漱
石
の
晩
年
の
小
説
で
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
朝

日
新
聞
で
連
載
さ
れ
て
い
た
新
聞
小
説
で
あ
る
。
上
「
先
生
と
私
」
・
中
「
両

親
と
私
」
・
下
「
先
生
と
遺
書
」
の
三
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
こ

こ
ろ
』
・
下
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
先
生
」
、
そ
の
友
人
・
「
k
」
、
後
の

先
生
の
妻
と
な
る
女
性
・
「
静
」
（
下
の
前
半
で
は
「
お
嬢
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

は
じ
め
に

夏目漱石『こころ』を通して読む村上春樹『七番目の男』

|
1
3
6
 -

『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
述

1

あ
ら
す
じ

夏
目
漱
石
と
村
上
春
樹
。
両
者
は
国
民
作
家
と
も
呼
び
声
の
高
い
、
日
本
を

代
表
す
る
小
説
家
で
あ
る
。
昨
年
の
課
題
研
究
で
は
漱
石
の
著
作
『
こ
こ
ろ
』

を
同
性
愛
の
視
点
か
ら
読
む
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
村
上
春
樹
の

『
七
番
目
の
男
』
を
読
み
返
す
と
、
以
前
読
ん
だ
際
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
ニ

つ
の
小
説
の
類
似
性
を
見
出
し
、
両
者
の
結
末
が
異
な
る
こ
と
か
ら
『
七
番
目

の
男
』
は
『
こ
こ
ろ
』
を
踏
ま
え
た
上
で
、
村
上
が
新
た
に
書
き
換
え
た
小
説

で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
「
村
上
春
樹
は
『
七
番
目
の
男
』

に
お
い
て
『
こ
こ
ろ
』
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
何
を
表
現
し
た
の
か
」
と
い
う

問
い
を
立
て
、
二
つ
の
作
品
の
関
係
性
に
関
し
て
検
証
を
行
っ
た
。

『
こ
こ
ろ
」
と
『
七
番
目
の
男
」

Comparative Study on Japanese Literature: 

"the 7th man" by Haruki Murakami through "Kokoro" by Soseki Natsume 

鷲野諒子

Ryoko Washino 

Abstract 

る
）
が
主
な
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
「
先
生
」
と
友
人
・
「
K
」
は
下
宿

先
の
「
お
嬢
さ
ん
」
に
思
い
を
寄
せ
て
お
り
、
「
先
生
」
は
「
K
」
の
気
持
ち

を
知
り
な
が
ら
も
「
お
嬢
さ
ん
」
を
嫁
に
も
ら
う
約
束
を
し
て
し
ま
う
。
「
先

生
」
と
「
お
嬢
さ
ん
」
の
婚
約
を
知
っ
た
「
K
」
は
自
殺
を
図
っ
た
。
そ
の

後
、
「
先
生
」
と
「
お
嬢
さ
ん
」
は
結
婚
す
る
が
、
「
先
生
」
は
「
K
」
を
自

殺
さ
せ
た
と
い
う
罪
悪
感
を
抱
え
続
け
て
い
た
。
あ
る
日
、
上
の
主
人
公
で
あ

る
「
私
」
と
出
会
い
、
「
私
」
に
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
を
伝
え
る
決
心
を

し
た
「
先
生
」
は
、
こ
の
遺
書
を
書
き
終
え
、
自
殺
す
る
の
だ
っ
た
。

『
七
番
目
の
男
』
は
一
九
九
六
年
の
『
文
藝
春
秋
』
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

村
上
春
樹
の
短
編
小
説
で
、
一
九
九
九
年
に
発
行
さ
れ
た
短
編
集
『
レ
キ
シ
ン

ト
ン
の
幽
霊
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
村
上
は
一
九
九
一
年
1
一
九
九
五
年
の

ア
メ
リ
カ
滞
在
を
終
え
、
日
本
に
帰
国
し
た
後
、
こ
の
短
編
を
執
筆
し
た
。

『
七
番
目
の
男
』
は
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
と
日

本
帰
国
後
の
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
と
の
間
に
書
か
れ
た
作
品
と
な
る
。

物
語
は
、
（
非
人
称
の
語
り
手
）
が
「
七
番
目
の
男
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
自

身
の
過
去
に
つ
い
て
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
場
面
設
定
で
始
ま
る
。
そ
の

話
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
男
」
に
は
幼
少
期
に
親
し
く
付
き
合
っ

て
い
た
友
人
・
「
k
」
が
い
た
。
あ
る
台
風
の
日
、
二
人
は
海
辺
へ
や
っ
て
き

て
い
た
。
気
が
付
く
と
、
遠
か
っ
た
は
ず
の
波
は
「
男
」
の
す
ぐ
足
元
ま
で
迫

っ
て
い
た
が
、
再
び
引
い
て
い
き
、
そ
の
様
子
を
見
た
「
男
」
は
す
ぐ
に
逃
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
直
感
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
大
き
な
波
が
二
人
に
迫

っ
て
お
り
、
「
男
」
は
「
K
」
を
見
捨
て
て
逃
げ
て
し
ま
う
。
波
は
「
K
」
を

飲
み
込
み
、
最
後
に
見
た
「
K
」
の
恐
ろ
し
い
笑
い
顔
は
「
男
」
を
苦
し
め
、

There is an established theory that‘、The神Man"is a novel by Haruki Murakami based on 

"Kokoro." The purpose of this study is to examine how Murakami rewrites "Kokoro" and what 

he expresses in‘、The神Man."To assess this, the hypothesis that‘、The神Man"is a rewriting of 

"Kokoro" is investigated. Also, using the points of view argued in the dispute of"Kokoro’'，‘、The
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、、The神Man."Finally, it is concluded that Haruki Murakami writes‘、The神Man"as a rewriting 

of"Kokoro" to express the mind of people today modified by the perspective of_others rather than 

the responsibility for ego which Soseki expresses in "Kokoro," and that Murakami attempts to 

indicate that the perception of ego in post modem society is different from the one in modem. 
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そ
れ
以
来
「
男
」
は
「
K
」
を
死
な
せ
た
罪
悪
感
を
背
負
い
続
け
て
い
た
。
数

十
年
後
、
「
男
」
は
幼
少
期
に
「
K
」
が
描
い
た
絵
を
見
た
こ
と
で
自
分
の
思

い
違
い
に
気
づ
く
。
再
び
故
郷
の
町
に
戻
っ
た
時
、
「
男
」
の
中
の
「
K
」
の

幻
影
は
崩
れ
、
「
男
」
は
も
う
一
度
人
生
を
や
り
直
そ
う
と
決
心
す
る
。

私
自
身
は
以
下
の
四
点
に
両
作
の
重
な
り
を
見
出
し
た
。
ま
ず
、
主
人
公
の

友
人
の
名
前
が
「
K
」
で
あ
る
こ
と
が
一
点
目
に
、
そ
し
て
『
こ
こ
ろ
』
で
は

自
殺
に
よ
り
、
『
七
番
目
の
男
』
で
は
津
波
に
呑
ま
れ
て
「
K
」
が
死
亡
す
る

こ
と
が
二
点
目
に
挙
げ
ら
れ
る
。
『
こ
こ
ろ
』
の
「
K
」
の
自
殺
に
は
「
先

生
」
が
「

K
」
の
気
持
ち
を
知
り
な
が
ら
も
「
お
嬢
さ
ん
」
を
嫁
に
も
ら
う
約

束
を
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
『
七
番
目
の
男
』
で

は
「
男
」
が
「

K
」
を
助
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
状
況
で
恐
怖
の
あ
ま
り

「K
」
を
見
捨
て
て
逃
げ
た
こ
と
か
ら
、
両
作
の
主
人
公
は
「
k
」
の
死
に
関

与
し
て
お
り
、
こ
れ
が
三
点
目
の
重
な
り
と
考
え
る
。
四
点
目
は
主
人
公
が

「K
」
の
死
に
対
す
る
罪
悪
感
を
抱
え
続
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
『
こ
こ
ろ
』

の
「
先
生
」
が
「
静
」
と
の
結
婚
後
も
「

K
」
の
影
に
脅
か
さ
れ
る
描
写
や

『
七
番
目
の
男
』
で
「
男
」
が
「
K
」
に
水
中
へ
引
き
摺
り
込
ま
れ
る
恐
ろ
し

い
夢
を
見
る
描
写
か
ら
伺
え
る
。

仮
説
の
検
証

「
こ
こ
ろ
」
と
「
七
番
目
の
男
」
の
共
通
点
・
相
違
点

前
述
の
よ
う
に
、
私
自
身
は
四
つ
の
点
に
お
い
て
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目

の
男
』
の
類
似
性
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
が
自
殺

す
る
一
方
で
、
「
七
番
目
の
男
」
は
自
殺
を
選
ば
ず
、
人
生
を
や
り
直
そ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
、
結
末
に
お
い
て
は
相
違
点
が
挙
げ
ら
れ
た
た
め
、
相
違
点

の
存
在
か
ら
、
村
上
が
『
七
番
目
の
男
』
を
『
こ
こ
ろ
』
の
書
き
換
え
と
し
て

著
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
こ
の
仮
説
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
松
本
常
彦
に
よ
っ
て
こ
れ
を
裏
付
け
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
―

。
ま
た
、
村
上
春
樹
・
夏
目
漱
石
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
直
す

必
要
が
あ
る
。

い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
の
類
似

性
は
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
松
本
常
彦
の
研
究
で
は
、
十
八
の
類
似
点
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

-
.
「
七
番
目
の
男
」
が
「
K
」
の
保
護
者
と
し
て
振
る
舞
い
な
が
ら
も

「
k
」
の
才
能
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
先
生
」
は
経
済
的
に
「
K
」
を

支
援
す
る
保
護
者
と
し
て
振
る
舞
い
な
が
ら
「
k
」
へ
の
畏
敬
を
抱
い
て
い

る。
一
松
本
常
彦
「
「
七
番
目
の
男
」
を
迂
回
し
て
「
こ
こ
ろ
」
へ
」

二
．
男
・
先
生
／
k
の
保
護
者
／
被
保
護
者
の
関
係
は
『
七
番
目
の
男
』
に

お
け
る
「
k
」
の
死
や
『
こ
こ
ろ
』
の
「
K
」
の
恋
心
の
告
白
に
よ
り
そ
の

強
弱
が
逆
転
す
る
。

三
．
『
七
番
目
の
男
』
の
「
K
」
は
言
葉
に
障
害
を
持
ち
う
ま
く
口
を
き
け

ず
、
『
こ
こ
ろ
』
の
「
K
」
も
無
口
な
人
物
で
あ
っ
た
。

四
「
七
番
目
の
男
」
は
「
K
」
の
死
後
に
、
「
先
生
」
は
両
親
の
死
後
に

故
郷
と
疎
遠
に
な
る
。

五
．
『
七
番
目
の
男
』
で
は
「
男
」
と
兄
の
相
性
は
良
く
な
く
、
「
K
」
の

絵
が
「
男
」
の
元
に
届
い
た
の
は
兄
が
財
産
処
分
を
行
っ
た
た
め
で
あ
り
、

『
こ
こ
ろ
』
で
は
「
先
生
」
が
故
郷
と
疎
遠
に
な
っ
た
原
因
が
「
叔
父
」
と

の
財
産
処
分
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
青
年
」
（
『
こ
こ
ろ
』

上
の
主
人
公
「
私
」
を
指
す
）
は
実
の
兄
と
仲
が
良
く
な
か
っ
た
こ
と
が
語

ら
れ
る
。

六
．
五
に
あ
る
よ
う
に
実
際
の
兄
と
は
気
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
一
方
で
、
男
・
先
生
／
k
の
関
係
は
兄
弟
同
様
の
非
常
に
親
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。

七
．
「
七
番
目
の
男
」
と
『
こ
こ
ろ
』
の
「
K
」
は
共
に
医
者
の
息
子
で
あ

る。八
．
『
七
番
目
の
男
』
で
は
「
男
」
が
恐
怖
の
た
め
に
「

K
」
を
見
捨
て
て

一
人
で
逃
げ
た
こ
と
が
「
男
」
の
自
責
や
悔
恨
の
元
に
な
り
、
『
こ
こ
ろ
』
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で
は
「
先
生
」
が
「
お
嬢
さ
ん
」
と
の
恋
に
関
し
て
「
K
」
を
だ
し
ぬ
い
た

こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。

九
．
「
七
番
目
の
男
」
と
「
先
生
」
は
共
に
「
K
」
の
死
に
関
す
る
事
件
の

真
相
を
語
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
悩
し
続
け
、
罪
悪
感
を
抱
え
て
い
る
。

十
．
『
七
番
目
の
男
』
で
二
度
目
の
波
が
「
K
」
を
「
男
」
の
眼
前
に
運
ん

で
く
る
描
写
が
静
止
画
と
し
て
強
い
印
象
を
与
え
、
『
こ
こ
ろ
』
で
は
「
先

生
」
が
「
K
」
の
死
を
確
認
し
た
際
に
「
黒
い
光
が
、
私
の
末
来
を
貫
い

て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
た
わ
る
全
生
涯
を
物
凄
く
照
ら
し
ま
し
た
」

（
下
四
十
八
）
と
い
う
時
間
を
凝
結
さ
せ
た
よ
う
な
表
現
が
強
い
印
象
を
生

み
出
し
て
い
る
。

+
-
．
『
七
番
目
の
男
』
の
「
K
」
の
憎
悪
の
表
情
は
最
終
的
に
優
し
く
微

笑
み
か
け
て
い
る
表
情
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
『
こ
こ
ろ
』
で
は
「
運
命

の
恐
ろ
し
さ
を
深
く
感
じ
」
さ
せ
る
「
K
の
死
顔
」
（
下
四
十
九
）
に
対

し
、
「
奥
さ
ん
」
の
話
を
通
し
て
、
「
先
生
」
と
「
お
嬢
さ
ん
」
の
婚
約
を

知
っ
た
「
K
」
が
微
笑
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

十
二
．
『
七
番
目
の
男
』
の
「
K
」
の
死
因
が
水
死
で
あ
る
よ
う
に
、
『
こ

こ
ろ
』
に
も
海
や
水
に
関
す
る
表
現
が
複
数
み
ら
れ
る
。

士
二
．
「
K
」
の
死
後
、
「
七
番
目
の
男
」
と
「
先
生
」
は
「
k
」
の
死
ん

だ
土
地
か
ら
引
っ
越
し
て
い
く
。

十

四

「

K
」
の
悪
夢
に
悩
ま
さ
れ
る
「
七
番
目
の
男
」
は
結
婚
せ
ず
、

「
先
生
」
は
結
婚
後
も
「
K
」
の
影
に
脅
か
さ
れ
、
妻
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に

な
る
。

村
上
春
樹
と
夏
目
漱
石
の
関
係

仮
説
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
村
上
春
樹
が
夏
目
漱
石
を
ど
う
見
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
を
観
点
の
一
っ
と
し
て
分
析
し
、
村
上
春
樹
が
自
身
の
著
作
ま
た

は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
で
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
記
述
二
を
調
査
し

た。
ま
ず
、
村
上
の
長
編
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
で
は
主
人
公
・
「
僕
」
（
田
村
カ

フ
カ
）
と
「
大
島
さ
ん
」
と
い
う
人
物
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
漱
石
の
著
作

『
坑
夫
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
大
島
さ
ん
）
「
君
が
言
い
た
い
の
は
、
『
坑
夫
』
と
い
う
小
説
は
『
三
四

郎
』
み
た
い
な
、
い
わ
ゆ
る
近
代
教
養
小
説
と
は
成
り
立
ち
が
ず
い
ぶ
ん
ち

が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
な
？
」

（
僕
）
「
（
略
）
三
四
郎
は
物
語
の
中
で
成
長
し
て
い
く
。
壁
に
ぶ
つ
か

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
真
面
目
に
考
え
、
何
と
か
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
そ

う
で
す
ね
？
・
で
も
『
坑
夫
』
の
主
人
公
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
。
彼
は
目
の
前
に

出
て
く
る
も
の
を
た
だ
だ
ら
だ
ら
と
眺
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
だ

け
で
す
。
（
略
）
で
も
僕
は
思
う
ん
だ
け
ど
、
人
間
と
い
う
の
は
じ
っ
さ
い
に

は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
自
分
の
力
で
も
の
ご
と
を
選
択
し
た
り
で
き
な
い
も

の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
」

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

二ン
タ
ビ
ュ
ー
集

1
9
9
7
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十
五
．
「
七
番
目
の
男
」
が
「
K
」
の
水
彩
画
に
よ
り
少
年
時
代
の
曇
り
の

な
い
眼
差
し
を
取
り
戻
そ
う
と
志
向
す
る
よ
う
に
、
「
塵
に
汚
れ
た
後
の
先

生
は
「
ま
た
同
化
し
て
、
も
う
一
度
あ
あ
い
う
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
に
立
ち

帰
っ
て
生
き
て
み
た
い
と
言
う
心
持
」
（
下
九
）
を
起
こ
す
よ
う
に
、
「
先

生
」
も
純
粋
な
眼
差
し
を
希
求
し
て
い
る
。

十
六
．
『
七
番
目
の
男
』
の
台
風
と
い
う
設
定
と
「
K
」
の
自
殺
を
発
見
し

た
「
先
生
」
の
「
疾
風
の
如
く
私
を
通
過
し
た
」
（
下
四
十
八
）
と
い
う
表

現
が
呼
応
し
て
い
る
。

十
七
．
「
七
番
目
の
男
」
の
顔
に
は
「
ま
る
で
細
い
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
た

よ
う
な
小
さ
な
、
し
か
し
深
い
傷
」
が
あ
り
、
『
こ
こ
ろ
』
の
「
k
」
の
死

因
が
小
さ
な
ナ
イ
フ
で
頸
動
脈
を
切
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
と
対
応
す
る
。

十
八
．
「
七
番
目
の
男
」
は
波
の
前
で
、
「
先
生
」
は
自
殺
し
た
「
K
」
の

前
で
立
ち
す
く
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
両
作
の
類
似
点
を
具
体
的
に
挙
げ
た
松
本
は
、
そ
れ
ら
か
ら

『
七
番
目
の
男
』
が
「
「
こ
こ
ろ
」
を
1
つ
の
典
拠
」
と
し
て
お
り
、
「
そ
こ

（
『
七
番
目
の
男
』
）
に
一
種
の
批
判
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
は
、
「
こ
こ

ろ
」
の
自
殺
す
る
私
（
先
生
）
に
対
し
て
「
回
復
を
遂
げ
た
」
私
（
七
番
目
の

男
）
を
描
く
と
い
う
点
に
顕
著
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
松
本
の
指
摘
に

あ
る
よ
う
に
、
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
の
間
の
共
通
点
・
相
違
点
の

存
在
は
、
『
七
番
目
の
男
』
が
『
こ
こ
ろ
』
の
書
き
換
え
と
し
て
著
さ
れ
て
い

る
根
拠
の
―
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
大
島
さ
ん
）
「
（
略
）
君
は
漱
石
の
『
坑
夫
』
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
『
こ

こ
ろ
』
や
『
三
四
郎
』
の
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
作
品
に
は
な
い
吸
引
力
が
そ

こ
に
は
あ
る
か
ら
だ
。
」

ま
た
、
二

0
0
三
年
に
行
わ
れ
た
村
上
春
樹
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
漱
石

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

僕
は
、
近
代
の
文
学
と
い
う
の
を
別
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
よ
。
た
と
え
ば
漱
石
は
漱
石
の
時
代
、
島
崎
藤
村
は
島
崎
藤
村
の
時
代
の

一
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ぎ
り
ぎ
り
書
い
て

い
た
と
思
う
し
、
そ
れ
は
高
く
評
価
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
た
だ
現
代
人
の

心
の
在
り
方
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
は
大
き
く
違
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
。

村
上
は
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
『
坑
夫
』
に
魅
力
を
感
じ
る
理
由
に
「
自
我
に
対

す
る
責
任
感
の
無
さ
」
を
挙
げ
、
『
坑
夫
』
以
降
の
作
品
に
は
一
種
の
責
任
感

が
出
て
く
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
記
述
か
ら
、
村
上
が
『
こ
こ
ろ
』
を
自
我
に
対
す
る
責
任
感

を
持
っ
た
完
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
捉
え
る
一
方
で
、
彼
自
身
は
『
こ
こ
ろ
』

を
最
も
魅
力
的
な
作
品
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
村

-
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一
小
森
陽

「
漱
石
論

2
1
世
紀
を
生
き
抜
く
た
め
に
」
，
岩
波
書
店
，

一
九
八

0
年
代
後
半
、
日
本
文
学
研
究
・
批
評
の
領
域
で
は
、
夏
目
漱
石

『
こ
こ
ろ
』
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
生
じ
た
。
こ
の
『
こ
こ
ろ
』
論
は
、
一
九
八

五
年
に
小
森
陽
一
が
発
表
し
た
論
文
に
端
を
発
す
る
。
論
争
の
内
容
に
関
し

て
、
小
森
自
身
は
「
三
好
行
雄
が
、
秦
恒
平
と
石
原
千
秋
お
よ
び
「
小
森
陽

ご
を
批
判
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
好
に
答
え
、
再
び
三
好
が
批
判
を
展
開
し
て

い
く
と
い
う
形
で
言
展
開
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九

0
年

に
三
好
行
雄
が
死
去
し
た
こ
と
で
こ
の
論
争
は
終
わ
り
を
迎
え
た
。

し
か
し
、
同
時
期
に
は
他
の
論
者
も
『
こ
こ
ろ
』
に
関
す
る
批
評
を
書
い
て

お
り
、
一
九
九

0
年
以
降
に
は
娃
秀
実
な
ど
が
一
連
の
『
こ
こ
ろ
』
論
争
へ
の

批
判
も
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
は
、

様
式
史
研
究
会
第
三
十
回
記
念
大
会
の
場
で
、
中
村
三
春
ら
が
小
森
論
文
に
批

評
的
な
検
証
を
行
っ
て
い
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
催
さ
れ
た
。
一
連
の
『
こ
こ

ろ
』
論
争
に
関
わ
る
文
献
に
関
し
て
は
、
図
1
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
が
『
こ
こ
ろ
』
を
書
い
た
一
九
一

0
年
代
か
ら
七
十
年
以
上
の
年

月
が
経
過
し
、
再
び
『
こ
こ
ろ
』
の
再
読
が
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て

『
こ
こ
ろ
』
論
争
の
開
始
か
ら
十
年
後
の
一
九
九
五
年
に
村
上
春
樹
が
『
七
番

目
の
男
』
を
書
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
‘
―
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
両
者
の

ー

論
争
の
概
要

『
こ
こ
ろ
』
論
争

上
は
『
こ
こ
ろ
』
は
あ
く
ま
で
近
代
の
人
々
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
人

を
描
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
村
上
は
『
こ
こ

ろ
』
に
不
満
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
『
七
番
目
の
男
』
が
『
こ
こ
ろ
』
の
書

き
換
え
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
支
持
す
る
二
つ
目
の
根
拠
に
な

る
だ
ろ
う
。

以
上
、
松
本
の
研
究
と
村
上
春
樹
・
夏
目
漱
石
の
関
係
性
の
二
点
を
村
上
春

樹
が
『
七
番
目
の
男
』
を
『
こ
こ
ろ
』
の
書
き
換
え
と
し
て
著
し
て
い
る
こ
と

の
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
、
『
七
番
目
の
男
』
が
『
こ
こ
ろ
』
の
現
代
版
と
し

て
書
か
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。
で
は
、
『
こ
こ
ろ
』
に
は
無
い
『
坑
夫
』
の
魅

カ
で
あ
る
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
の
無
さ
」
は
『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
村
上
が
『
七
番
目
の
男
』
で

描
い
た
「
現
代
人
の
心
の
在
り
方
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
四
・
五
章
で
『
七
番
目
の
男
』
の
分
析
と
と
も
に
述
べ

る。

間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
村
上
春
樹
は
『
こ
こ

ろ
』
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
九
年
に
か
け
て
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
は
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し

て
お
り
、
村
上
自
身
が
日
本
の
文
学
界
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
村
上
が
『
こ
こ
ろ
』
論
争
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
の
本
人
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
論
争
と
『
七
番

目
の
男
』
の
成
立
が
必
ず
し
も
関
係
し
て
い
る
と
断
言
す
る
の
は
難
し
い
。
そ

こ
で
、
本
研
究
で
は
、
村
上
作
品
の
成
立
と
、
『
こ
こ
ろ
』
解
釈
を
更
新
し
た

一
連
の
論
争
と
の
同
時
代
性
に
注
目
し
た
い
。
『
七
番
目
の
男
』
に
見
ら
れ
る

『
こ
こ
ろ
』
の
読
み
方
は
、
論
争
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
『
こ
こ

ろ
』
の
新
し
い
読
み
方
と
重
な
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
『
こ
こ
ろ
』
を
め
ぐ

る
新
解
釈
と
村
上
が
再
編
し
た
『
こ
こ
ろ
』
で
あ
る
『
七
番
目
の
男
』
の
関
係

性
を
次
章
で
分
析
し
て
い
く
。

『
こ
こ
ろ
』
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
五
年
に
『
成
城
国
文

学
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
小
森
陽
一
の
「
『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
心
臓
」

と
い
う
論
文
で
あ
っ
た
。
小
森
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
の
『
こ
こ
ろ
』
論
や
高

校
の
国
語
教
育
を
「
「
下
」
を
中
心
と
し
て
、
「
先
生
」
の
言
説
の
背
後
に
、

〈
作
者
〉
漱
石
の
思
想
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
、
『
こ

-139- 0
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釈
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石
原
千
秋
の
論
文
「
『
こ
こ
ろ
』
の
オ
イ
デ
イ
プ
ス
ー
反
転
す
る
語
り
」

は
、
一
九
八
五
年
に
小
森
論
文
と
同
じ
く
『
成
城
国
文
学
』
創
刊
号
に
掲
載
さ

れ
た
。
石
原
の
解
釈
の
眼
目
は
、
「
先
生
」
と
オ
イ
デ
イ
プ
ス
的
な
「
先
生
殺

し
」
を
行
う
「
青
年
」
と
の
葛
藤
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
『
こ
こ
ろ
』
を
と
ら
え

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
石
原
も
ま
た
、
小
森
と
同
様
に
「
上
」
に
着
目
し
、
「
青

年
」
の
語
り
と
「
先
生
」
の
語
り
を
比
較
し
つ
つ
後
者
を
相
対
化
し
て
い
る
。

そ
の
要
旨
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
石
原
は
三
好
行
雄
ら
先
行
論
者
が
あ
く
ま
で
「
青
年
」
の
語
り
よ
り

も
「
先
生
」
の
語
り
を
優
先
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。
石
原
に
よ
れ

ば
、
「
先
生
」
の
語
り
か
ら
だ
け
で
は
『
こ
こ
ろ
』
は
倫
理
の
書
と
し
て
し
か

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
石
原
は
『
こ
こ
ろ
』
の
語
り
を
「
語

っ
て
い
る
現
在
か
ら
こ
れ
か
ら
語
る
物
語
を
こ
う
読
ん
で
欲
し
い
と
い
う
明
確

な
方
向
づ
け
（
コ
ー
ド
）
を
示
す
位
相
」
、
「
語
ら
れ
る
物
語
そ
の
も
の
の
位

相
」
、
「
こ
の
二
つ
の
位
相
を
潜
在
的
に
さ
さ
え
て
い
る
物
語
の
構
造
そ
の
も

の
と
い
っ
て
よ
い
位
相
」
と
区
分
し
、
順
に
表
層
、
物
語
の
層
、
深
層
と
し
て

分
類
し
た
。

石
原
に
よ
れ
ば
、
「
先
生
」
の
語
り
の
表
層
に
お
い
て
は
、
「
先
生
」
の
遺

書
が
倫
理
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
「
先
生
」
は
倫
理
的
に

潔
癖
で
、
妻
で
あ
る
「
静
」
は
何
も
知
ら
な
い
純
白
な
人
物
と
し
て
語
ら
れ

る
。
こ
の
「
先
生
」
の
表
層
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
「
青
年
」
の
語
り
も
二
人

の
倫
理
的
な
人
物
像
を
肯
定
し
、
「
青
年
」
自
身
に
関
し
て
は
自
ら
が
無
知
で

3
 

こ
ろ
』
の
中
で
も
「
下
」
の
み
が
分
析
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
を

批
判
し
た
。

小
森
が
指
摘
し
た
の
は
、
「
下
」
の
み
に
注
目
す
る
と
、
「
『
心
』
と
い
う

〈
作
品
〉
は
、
「
倫
理
」
「
精
神
」
「
死
」
と
い
っ
た
父
性
的
な
絶
対
価
値
を

中
心
と
す
る
、
一
っ
の
国
家
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
」
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
解
釈
に
お
け
る
「
下
」
の
脱

中
心
化
を
試
み
る
小
森
は
、
『
こ
こ
ろ
』
を
「
「
上
」
「
中
」
「
下
」
の
三
つ

の
部
分
は
重
層
的
な
円
環
を
描
く
」
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
、
特
に
「
上
」
に

お
け
る
青
年
の
語
り
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
以
下
に
小
森
の
論
点

を
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
小
森
が
注
目
す
る
の
は
、
『
こ
こ
ろ
』
冒
頭
の
「
よ
そ
よ
そ
し
い
頭

文
字
な
ど
は
と
て
も
使
う
気
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
と
き

「
青
年
」
は
、
「
先
生
」
が
友
人
を
「

K
」
と
書
い
て
い
た
こ
と
を
暗
に
批
判

し
て
お
り
、
「
先
生
」
と
「
青
年
」
の
関
係
が
「
先
生
」
と
「
K
」
と
の
関
係

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
、
と
小
森
は
読
む
。
「
先

生
」
は
「
K
」
を
他
者
と
み
な
し
て
接
し
、
研
究
対
象
と
見
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
で
は
「
K
」
の
心
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
先

生
」
は
閉
じ
た
円
環
の
中
で
し
か
他
者
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一

方
で
、
「
青
年
」
は
血
縁
的
つ
な
が
り
や
精
神
的
な
つ
な
が
り
と
い
っ
た
肉
体

／
精
神
の
二
分
法
に
よ
る
繋
が
り
を
否
定
し
、
新
た
な
血
の
倫
理
に
基
づ
い
た

つ
な
が
り
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
小
森
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

複
層
的
な
語
り
ー
石
原
千
秋
の
解
釈

古
い
「
血
」
の
倫
理
1
1

「
家
族
」
の
倫
理
を
捨
て
、
「
持
っ
て
生
れ
た
軽

薄
」
と
し
て
の
孤
独
を
深
々
と
自
覚
し
、
あ
か
の
他
人
と
血
と
肉
で
繋
ろ
う

と
し
て
い
た
「
私
」
が
、
共
に
「
先
生
」
と
呼
び
か
け
た
人
を
失
っ
た
「
奥

さ
ん
」
と
、
「
頭
」
で
は
な
く
「
心
臓
」
で
か
か
わ
っ
て
い
た
「
奥
さ
ん
」

と
出
会
っ
た
と
き
、
選
ば
れ
る
べ
き
「
道
」
と
「
愛
」
は
、
「
K
」
と
「
先

生
」
の
そ
れ
を
徹
底
し
て
差
異
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
否
定
で
も

止
揚
で
も
な
い
私
の
「
道
」
と
「
愛
」
は
、
「
K
」
と
「
先
生
」
の
「
白

骨
」
を
前
に
し
な
が
ら
、
決
し
て
そ
れ
に
骨
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を

と
り
込
み
、
精
神
と
肉
体
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
突
き
詰
め
ら
れ
た
孤

独
の
ま
ま
、
「
奥
さ
ん
」
ー
と
ー
共
に
ー
生
き
る
こ
と
と
し
て
選
ば
れ
た
は

ず
な
の
で
あ
る
。

こ
の
小
森
の
論
文
が
『
こ
こ
ろ
』
論
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
、
先

生
の
倫
理
を
作
品
の
中
心
に
置
い
て
き
た
従
来
の
解
釈
を
超
え
、
「
青
年
」
の

語
り
に
よ
っ
て
「
先
生
」
の
倫
理
を
差
異
化
し
、
新
た
な
倫
理
の
存
在
を
指
摘

し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
青
年
」
が
「
静
」
と
共
に
生
き
る
と
い
う
展
開
の
予
測

に
関
し
て
は
、
三
好
行
雄
な
ど
は
作
品
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
と
批
判
し
て
お

り
、
そ
の
是
非
に
関
し
て
は
意
見
が
割
れ
て
い
る
。
小
森
が
『
こ
こ
ろ
』
に
お

い
て
注
目
し
た
の
は
、
複
数
の
語
り
手
の
存
在
を
意
識
し
た
上
で
、
語
り
を
相

互
に
差
異
化
す
る
手
法
で
あ
る
。
小
森
が
作
品
か
ら
抽
出
し
た
こ
の
手
法
は
、

『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
層
に
お
け
る
「
静
」

は
策
略
家
で
あ
り
、
表
層
の
純
白
な
イ
メ
ー
ジ
を
反
転
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
、
と
指
摘
す
る
石
原
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

青
年
の
「
ぢ
や
奥
さ
ん
も
信
用
な
さ
ら
な
い
ん
で
す
か
」
（
上
十
四
）
と
い

う
言
葉
や
、
先
生
の
「
君
、
黒
い
長
い
髪
で
縛
ら
れ
た
時
の
心
持
を
知
っ
て

ゐ
ま
す
か
」
（
上
十
三
）
と
い
う
言
葉
が
、
お
嬢
さ
ん
へ
の
疑
惑
を
暗
示
し

て
い
る
。
（
略
）
彼
（
青
年
）
は
一
度
だ
け
静
と
い
う
人
へ
の
「
疑
惑
」
を

語
っ
た
だ
け
で
、
あ
と
は
「
美
し
い
」
と
い
う
形
容
を
繰
り
返
し
（
上
四
、

八
）
、
「
誠
実
な
る
先
生
の
批
評
家
」
（
上
十
八
）
と
言
い
、
「
純
白
」
な

イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
よ
う
な
コ
ー
ド
を
送
り
続
け
て
い
る

石
原
に
よ
れ
ば
、
表
層
と
物
語
の
層
に
お
け
る
葛
藤
が
生
じ
た
の
は
、
「
先

生
」
と
「
静
」
の
理
想
像
が
現
実
の
両
者
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
、

こ
の
「
先
生
殺
し
」
を
「
青
年
」
が
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
が
た
め
で
あ
る
。

「
先
生
」
か
ら
「
青
年
」
へ
向
け
た
、
妻
の
純
白
を
汚
す
な
と
い
う
コ
ー
ド
に

対
し
、
「
青
年
」
が
「
先
生
殺
し
」
と
し
て
「
先
生
」
の
禁
止
を
破
る
か
否
か

と
い
う
葛
藤
が
『
こ
こ
ろ
』
の
深
層
に
語
ら
れ
る
可
能
性
を
石
原
は
示
唆
し
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
、
石
原
も
小
森
と
同
様
に
、
「
青
年
」
の
語
り
か
ら
「
先
生
」

の
語
り
を
相
対
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
を
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
で
、
同

一
の
人
物
の
語
り
の
中
に
対
立
点
を
見
出
し
そ
の
背
景
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
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小
森
・
石
原
に
よ
る
『
こ
こ
ろ
』
新
解
釈
を
受
け
、
三
好
行
雄
、
娃
秀
実
、

田
中
実
四
が
評
価
を
行
な
い
、
各
々
の
自
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た。
三
好
行
雄
は
新
解
釈
に
対
し
、
あ
く
ま
で
も
作
家
論
の
立
場
か
ら
反
論
し
た

王
。
三
好
は
『
こ
こ
ろ
』
が
新
聞
小
説
で
あ
る
た
め
、
作
者
・
漱
石
は
『
こ
こ

ろ
』
が
新
解
釈
に
あ
る
よ
う
な
下
か
ら
上
へ
と
再
び
戻
る
読
み
方
を
想
定
し
て

書
い
て
い
な
い
と
述
べ
、
「
青
年
」
に
よ
る
語
り
か
ら
遺
書
（
先
生
の
語
り
）

を
差
異
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

娃
秀
実
は
自
身
の
論
文
六
で
こ
れ
ま
で
の
『
こ
こ
ろ
』
論
を
ま
と
め
た
。
桂

は
『
こ
こ
ろ
』
論
争
以
前
の
解
釈
に
関
し
て
、
「
『
先
生
』
は
い
さ
さ
か
無
理

矢
理
に
自
殺
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
じ
で
あ
る
」
と
、
大
岡
昇
平
は
言
う
。

し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
無
理
矢
理
の
自
殺
に
「
先
生
」
を
追
い
込
ん
だ
、

作
品
と
し
て
は
欠
陥
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
『
こ
こ
ろ
』
が
倫
理
の
書
と
し
て
、

四
田
中
の
論
文
（
「
『
こ
こ
ろ
』
と
言
う
掛
け
橋
」
，
『
日
本
文
学
』
，
一
九
八
六

年
）
は
石
原
が
指
摘
す
る
（
「
制
度
と
し
て
の
『
研
究
文
体
』
」
＇
『
日
本
近

代
文
学
』
，
一
九
八
七
年
）
よ
う
に
、
小
森
・
石
原
の
「
二
つ
の
「
こ
A

ろ」

論
を
つ
ぎ
は
ぎ
」
し
て
い
る
だ
け
と
解
釈
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ

な
い
こ
と
と
す
る
。

小
森
•
石
原
の
新
解
釈
は
、
『
こ
こ
ろ
』
論
争
以
前
の
解
釈
を
崩
し
た
と
い

う
点
で
『
こ
こ
ろ
』
論
争
の
中
で
も
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
両
者
は
『
こ
こ

ろ
』
の
な
か
に
複
数
の
語
り
手
が
互
い
を
相
対
化
す
る
と
い
う
手
法
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
一
人
物
の
語
り
の
中
に
も
対
立
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
『
七
番
目
の
男
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
以

下
、
村
上
春
樹
の
こ
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。

4
 

こ
の
石
原
の
論
文
の
手
法
を
も
と
に
『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て
も
語
り
の
性

質
の
変
化
と
い
う
着
眼
点
を
持
ち
込
め
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

新
解
釈
へ
の
評
価
ー
三
好
行
雄
・
桂
秀
実
の
解
釈

5
 

一
九

後
々
お
び
た
だ
し
い
解
釈
を
許
容
す
る
余
地
が
生
じ
て
い
る
」
と
し
、
倫
理
に

関
す
る
解
釈
が
多
発
し
て
い
た
原
因
は
「
先
生
」
の
自
殺
の
理
由
が
不
明
確
な

点
に
あ
る
と
述
べ
た
。
小
森
論
に
関
し
て
は
、
男
性
中
心
的
な
心
性
を
無
視
し

た
こ
と
で
「
今
日
的
な
人
間
関
係
の
理
想
型
(
?
)
に
『
こ
こ
ろ
』
を
収
倣
」

し
て
い
る
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
そ
の
上
で
、
娃
は
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
死
の
模
倣
に
関
し
て
述
べ
、
語

り
手
を
差
異
化
す
る
手
法
は
用
い
ず
に
作
家
論
の
立
場
か
ら
自
論
を
展
開
し

た。

—

141-

論
争
の
ま
と
め

一
連
の
『
こ
こ
ろ
』
論
争
で
は
，
小
森
論
や
石
原
論
と
い
っ
た
新
解
釈
が
登

場
し
、
そ
の
中
で
複
数
の
語
り
手
を
相
対
化
す
る
手
法
と
同
一
人
物
の
語
り
の

中
に
対
立
点
を
見
出
し
、
そ
の
背
景
を
読
み
解
く
手
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
小

森
•
石
原
論
に
対
し
三
好
・
娃
は
作
家
論
と
い
う
立
場
か
ら
反
論
し
、
こ
こ
で

は
語
り
手
を
漱
石
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
る
か
、
作
者
・
漱
石
を
語
り
手
と
同

一
視
す
る
か
と
い
う
違
い
か
ら
対
立
が
生
じ
て
い
た
。

五
三
好
行
雄
「
ワ
ト
ソ
ン
は
背
信
者
か

1
『
こ
こ
ろ
』
再
読
」
，
『
文
學
』
，
一

九
八
八
年

六
緋
秀
実
「
消
滅
す
る
象
形
文
字
ー
『
こ
こ
ろ
』
を
読
む
」
＇
『
新
潮
』
'

八
九
年
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『
七
番
目
の
男
』
の
構
造
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
荻
原
桂
子
が
次
の
よ
う
に
分

析
し
て
い
る
士
。
荻
原
に
よ
れ
ば
、
「
「
七
番
目
の
男
」
の
語
り
の
基
本
構
造
は
、

「
七
番
目
の
男
」
で
あ
る
「
私
」
が
一
人
称
で
語
る
物
語
を
聴
き
語
る
と
い
う
二

重
構
造
、
い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
こ
の
作
品
は
二
人
の
語

り
手
が
登
場
す
る
枠
物
語
で
あ
る
。

こ
れ
を
検
証
す
る
た
め
、
『
七
番
目
の
男
』
を
構
成
す
る
全
五
十
五
個
の
形

式
段
落
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
、
語
り
の
時
制
に
関
す
る
分
析
を
行
い
た
い
。
こ

こ
で
参
考
に
す
る
の
は
、
松
本
和
也
が
提
起
す
る
テ
ク
ス
ト
分
析
の
手
法
で
あ

る
ー
／
。
松
本
は
テ
ク
ス
ト
分
析
法
の
一
っ
と
し
て
小
説
内
の
時
間
に
注
目
す
る

手
法
を
挙
げ
た
。
こ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
を
形
式
的
ま
た
は
内
容
的
な
場
面
に
分

け
、
小
説
内
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
順
番
で
あ
る
「
物
語
言
説
の
順
序
」
と
小
説

内
の
出
来
事
が
実
際
に
起
こ
っ
た
順
番
で
あ
る
「
物
語
世
界
の
順
序
」
を
比
較

す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
分
析
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
把
握
す
る
と

共
に
、
「
物
語
言
説
の
順
序
」
と
「
物
語
世
界
の
順
序
」
と
の
ず
れ
を
見
出
す

こ
と
で
、
そ
の
背
景
を
読
み
解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

｛
荻
原
桂
子
「
文
学
教
材
の
研
究
ー
村
上
春
樹
「
七
番
目
の
男
」
の
言
語
表

現」
こ
の
よ
う
に
、
『
こ
こ
ろ
』
と
同
様
の
物
語
構
造
を
持
つ
一
方
で
、
『
七
番

目
の
男
』
で
は
（
非
人
称
の
語
り
手
）
と
「
七
番
目
の
男
」
の
関
係
性
が
詳
し

く
言
及
さ
れ
な
い
。
以
下
は
『
七
番
目
の
男
』
の
中
で
（
非
人
称
の
語
り
手
）

が
「
七
番
目
の
男
」
に
つ
い
て
語
っ
た
記
述
で
あ
る
。

七
番
目
の
男
は
五
十
代
の
半
ば
に
見
え
た
。
痩
せ
た
男
だ
っ
た
。
（
略
）
男

は
時
々
シ
ャ
ツ
の
襟
に
手
を
や
っ
た
。
誰
も
彼
の
名
前
を
知
ら
な
か
っ
た
。

何
を
し
て
い
る
人
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
『
こ
こ
ろ
』
で
は
「
青
年
」
と
「
先
生
」
の
関
係
が
語
ら
れ

る
の
に
対
し
、
『
七
番
目
の
男
』
で
は
「
男
」
の
語
り
が
物
語
の
中
心
と
な

り
、
（
語
り
手
）
と
「
男
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
限
ら
れ
た
情
報
し
か
与
え

ら
れ
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
空
白
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
以
下
は
『
七
番
目
の
男
』
で
（
非
人
称
の
語
り
手
）
が
「
男
」
の
話

を
聴
い
て
い
る
場
面
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

彼
（
七
番
目
の
男
）
が
そ
の
夜
に
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
最
後
の
人

物
だ
っ
た
。
時
計
の
針
は
も
う
夜
の
十
時
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
部
屋
の
中
に

丸
く
輪
に
な
っ
て
座
っ
た
人
々
は
、
西
に
向
け
て
吹
き
抜
け
て
い
く
風
の
音

を
、
外
の
深
い
闇
の
中
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

角
谷
有
一

九 四

ー

ー

1
4
2
|

「
作
品
の
深
み
へ
誘
う
「
読
み
」
の
授
業
を
求
め
て
ー
．
村
上
春
樹

構
造
分
析

『
七
番
目
の
男
』
の
分
析

図
2
の
よ
う
に
、
第
一

S
六
と
五
十
四

S
五
十
五
段
落
は
、
語
り
手
を
（
非

人
称
の
語
り
手
）
と
し
た
物
語
化
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
。
物
語
化
さ
れ
た
言
説

と
は
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
出
来
事
の
叙
述
を
指
す
。
『
七
番
目
の
男
』

で
は
「
彼
が
そ
の
夜
に
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
最
後
の
人
物
だ
っ
た
。

時
計
の
針
は
も
う
夜
の
十
時
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
」
の
よ
う
に
（
非
人
称
の
語

り
手
）
が
「
七
番
目
の
男
」
の
話
を
聴
い
て
い
る
状
況
や
「
七
番
目
の
男
」
の

見
た
目
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
物
語
化
さ
れ
て
い
る
。

第
七

S
五
十
三
段
落
は
「
七
番
目
の
男
」
に
よ
る
「
」
で
く
く
ら
れ
た
直

接
話
法
に
よ
る
言
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
男
」
と
「
k
」
の
関
係
や

彼
の
死
に
関
わ
る
事
件
、
そ
し
て
「
男
」
が
「
K
」
を
助
け
な
か
っ
た
罪
悪
感

に
苦
し
み
な
が
ら
も
「
k
」
の
水
彩
画
を
見
た
こ
と
で
回
復
を
遂
げ
た
と
い
う

「
男
」
の
幼
少
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
（
非
人
称
の
語
り
手
）
の
語
り
の
中
に
「
七
番
目
の
男
」
の
語
り
が

内
包
さ
れ
て
い
る
枠
物
語
の
構
造
を
本
作
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る。
『
こ
こ
ろ
』
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
『
こ
こ
ろ
』
論
争
以
前
の
解
釈
で
は
下

が
主
に
分
析
の
対
象
と
さ
れ
、
図
3
の
パ
タ
ー
ン
①
の
よ
う
に
「
先
生
」
の
言

説
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
こ
こ
ろ
』
の
新
解
釈
を
踏
ま

え
る
と
、
『
こ
こ
ろ
』
が
パ
タ
ー
ン
②
の
よ
う
に
「
先
生
」
の
言
説
を
「
青

年
」
の
言
説
が
内
包
す
る
物
語
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
、
（
非
人
称
の
語
り
手
）
が
「
男
」
の
話
を
聴
い
て
い
る
人
々
の
う

ち
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
情
報
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
（
語
り
手
）

に
関
す
る
情
報
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
（
語
り
手
）
の
存
在
自
体
に
関

す
る
空
白
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
七
番
目
の
男
』
に
は
（
語
り

手
）
と
「
男
」
の
関
係
性
、
そ
し
て
（
語
り
手
）
の
存
在
に
関
す
る
二
つ
の
空

白
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
空
白
は
な
ぜ
生
じ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

角
谷
有
一
ヵ
は
、
「
「
七
番
目
」
と
い
う
順
序
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
者
は
こ
こ
に
登
場
し
な
い
こ
れ
ま
で
に
話
を
し
た
六
人
の
存
在
を
意
識

す
る
」
と
述
べ
、
「
男
」
と
そ
の
話
に
聞
き
入
る
六
人
の
聞
き
手
を
描
く
こ
と

で
、
「
「
七
番
目
の
男
」
が
こ
の
男
の
問
題
を
普
遍
化
し
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
角
谷
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
本
作
の
（
非
人
称
の
語
り
手
）
は

「
男
」
の
物
語
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
、
読
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
（
語
り
手
）
と
「
男
」
の
関
係
性
と
（
語
り
手
）
の
存
在
に
関

す
る
二
つ
の
空
白
に
は
「
男
」
の
物
語
を
読
者
に
提
示
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と

い
え
る
。

ま
た
、
『
こ
こ
ろ
』
の
新
解
釈
で
小
森
陽
一
が
指
摘
し
た
語
り
手
を
差
異
化

す
る
手
法
を
用
い
る
と
‘
•
〈
語
り
手
①
〉
／
〈
①
の
語
り
を
内
包
す
る
語
り
手

②
〉
の
関
係
に
『
こ
こ
ろ
』
で
は
先
生
／
青
年
、
『
七
番
目
の
男
』
で
は
男
／

語
り
手
が
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
角
谷
の
述
べ
る
よ
う
に
「
男
」
の
物
語
が

読
者
に
も
提
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
（
語
り
手
）
と
「
男
」
の
関
係
性

『
七
番
目
の
男
』
を
取
り
上
げ
て
」

八

松
本
和
也
「
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門

つ
じ
書
房
，
二

0
一
六
年

小
説
を
読
む
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
」
，
ひ
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石
原
千
秋
は
『
こ
こ
ろ
』
を
分
析
す
る
際
、
同
一
人
物
の
語
り
の
中
に
対
立

点
を
見
出
し
、
そ
の
背
景
を
読
み
解
い
て
い
た
。
『
七
番
目
の
男
』
の
場
合

も
、
同
様
の
対
立
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
七
番
目
の
男
」
の
語
り
に

お
け
る
対
立
点
と
し
て
、
角
谷
は
「
K
が
波
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
ま
で
の
わ

ず
か
な
間
の
こ
と
を
語
る
語
り
口
か
ら
は
、
確
信
を
持
つ
て
語
る
言
葉
が
消
え

て
い
る
」
一
方
で
、
「
「
波
の
先
端
部
分
に
、
ま
る
で
透
明
の
カ
プ
セ
ル
に
閉

注
九
を
参
照
。

十背
景
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
記
憶
の
中
で
も
曖
昧
な
部
分
と
明
確

な
部
分
が
存
在
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
男
」
の
語
り
が
意
識

的
に
二
つ
の
部
分
を
分
け
、
明
確
な
部
分
か
ら
「
男
」
の
感
じ
た
恐
怖
が
印
象

付
け
ら
れ
て
い
る
点
が
「
男
」
の
語
り
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
男
」
が
恐
怖
を
強
調
し
た
か
っ
た
背
景
に
関
し
て
、
以
下
の
『
七

番
目
の
男
』
の
記
述
に
注
目
す
る
。

私
は
防
波
堤
に
向
か
っ
て
一
人
で
逃
げ
出
し
て
い
た
の
で
す
。
私
を
そ
う
さ

せ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
恐
怖
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
私
の
声
を
奪
い
、
私
の
足
を
勝
手
に
動
か
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
こ
で
「
男
」
は
「
K
」
を
見
捨
て
た
理
由
と
し
て
、
恐
怖
が
あ
っ
た
こ
と

を
語
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
男
」
は
恐
怖
と
い
う
名
の
も
と
で

「
K
」
を
見
捨
て
た
自
分
の
罪
を
正
当
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
、
前
節
で

述
べ
た
男
／
語
り
手
•
読
者
の
間
の
空
白
を
埋
め
る
べ
く
「
男
」
の
語
り
を
差

異
化
す
る
な
ら
ば
、
「
男
」
が
自
分
の
罪
を
恐
怖
に
よ
っ
て
説
明
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
は
、
恐
怖
以
外
の
何
か
が
「
男
」
に
「
K
」
を
見
捨
て
さ
せ
た
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
男
」
の
語
り
か
ら
そ
の
何
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
で

き
て
い
な
い
が
、
男
／
読
者
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
で
「
男
」
と
「
K
」
と
の

関
係
性
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
「
男
」
は
「
K
」
の
ま
な
ざ
し
を
得
た
後
、
彼
に
対
し
て
の
認
識
が

変
化
す
る
。

2
 
内
容
分
析

や
（
語
り
手
）
の
存
在
自
体
に
空
白
が
で
き
る
こ
と
で
、
男
／
語
り
手
の
関
係

の
中
で
読
者
が
（
語
り
手
）
の
位
置
を
代
替
し
、
「
男
」
の
物
語
を
自
ら
に
提

示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
先
生
／
青
年
の
関
係
は
男
／
読
者
の
関

係
に
も
結
び
つ
く
。

こ
の
よ
う
に
、
「
七
番
目
の
男
」
と
（
非
人
称
の
語
り
手
）
と
の
関
係
や

（
語
り
手
）
の
存
在
自
体
に
関
す
る
空
白
は
（
非
人
称
の
語
り
手
）
の
位
置
を

読
者
が
代
替
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
『
七
番
目
の
男
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は

「
男
」
と
読
者
の
間
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
の
語
り
を
「
青
年
」
の
語
り
が
差
異
化
し
た

よ
う
に
、
「
七
番
目
の
男
」
の
語
り
も
（
非
人
称
の
語
り
手
）
と
そ
の
代
替
で

あ
る
読
者
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
節

の
内
容
分
析
を
通
じ
て
行
っ
て
い
く
。

じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
、

K
の
体
が
ぽ
っ
か
り
と
浮
か
ん
で
い
た
」
と
い
う
記

憶
だ
け
は
、
「
嘘
偽
り
な
く
起
こ
っ
た
こ
と
」
だ
と
聞
き
手
に
断
っ
て
ま
で
断

言
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
＋
。
角
谷
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
波
が
「

K
」
を

さ
ら
っ
た
後
、
二
度
目
に
や
っ
て
き
た
波
は
「
男
」
に
よ
り
「
幻
で
も
錯
覚
で

も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
。

二
度
目
の
波
は
「
遠
い
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
、
波
の
か
た

ち
を
し
た
何
か
別
の
も
の
」
と
し
て
、
恐
ろ
し
い
笑
い
を
浮
か
べ
た
「
K
」
を

運
ん
で
く
る
。
そ
の
後
、
「
男
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

あ
る
い
は
K
は
私
に
向
か
っ
て
最
後
に
優
し
く
微
笑
み
か
け
て
、
永
遠
の
別

れ
を
告
げ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

K
の
表
情
に
認
め
た
烈
し
い
憎
悪

の
色
は
、
そ
の
瞬
間
に
私
を
捕
ら
え
て
い
た
深
い
恐
怖
の
投
影
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
…
…
。

K
の
描
い
た
水
彩
画
を
子
細
に
眺
め
て
い
る

と
、
そ
の
よ
う
な
私
の
思
い
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た。こ
の
よ
う
に
、
二
度
目
の
波
と
「
K
」
の
笑
い
顔
は
「
男
」
に
と
っ
て
の
恐

怖
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
「
男
」
の
語
り
は
恐
怖
の
存
在
を
あ
え
て
強
調
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
「
男
」
の
記
憶
で
も
、
「
K
」
が
波
に
さ
ら
わ
れ
る

ま
で
の
曖
昧
な
部
分
と
波
が
「
K
」
を
さ
ら
っ
て
い
く
際
の
確
信
を
持
っ
て
語

ら
れ
る
部
分
が
対
立
し
て
い
る
点
か
ら
、
「
男
」
が
恐
怖
を
強
調
し
た
か
っ
た

あ
の
波
の
先
端
に
横
た
わ
っ
て
い
た
K
は
、
私
を
憎
ん
だ
り
恨
ん
だ
り
、
あ

る
い
は
ど
こ
か
に
連
れ
て
行
こ
う
と
思
っ
た
り
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
に
や
り
と
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
た
だ
何
か
の
加
減

で
そ
う
見
え
た
だ
け
で
、
彼
は
そ
の
時
に
は
も
う
意
識
も
何
も
な
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
。

K
は
私
に
向
か
っ
て
最
後
に
優
し
く
微
笑
み
か
け
て
、
永

遠
の
別
れ
を
告
げ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
K
」
の
ま
な
ざ
し
を
得
た
「
男
」
は
、
最
後
に
見
た
「
K
」

に
関
し
、
「
男
」
へ
憎
悪
を
向
け
て
い
た
の
で
は
な
く
優
し
く
微
笑
み
か
け
て

い
た
の
だ
と
認
識
を
改
め
る
。
そ
れ
ま
で
「
男
」
が
と
ら
わ
れ
続
け
て
い
た

「K
」
の
恐
ろ
し
い
笑
い
顔
は
「
男
」
の
中
か
ら
完
全
に
消
え
去
り
、
こ
の

後
、
「
男
」
は
も
う
一
度
人
生
を
や
り
直
そ
う
と
決
心
す
る
。

そ
れ
で
は
、
「
K
」
は
本
当
に
「
男
」
を
恨
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
恐
怖
が
理
由
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
を
見
捨
て
て
逃
げ
た
相

手
に
少
し
も
怒
り
や
恨
み
を
感
じ
な
い
と
い
う
の
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
「
男
」
の
語
り
は
恐
怖
に
よ
っ
て
自
分
の
罪
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
、

そ
の
恐
怖
が
去
れ
ば
「
男
」
の
罪
も
と
も
に
消
失
し
、
「
汚
れ
の
な
い
穏
や
か

な
魂
」
を
持
つ
「
K
」
と
同
様
に
、
「
男
」
も
罪
を
持
た
な
い
存
在
と
し
て
美

化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
、
再
び
「
男
」
の
語
り
を
相
対
化
す
る
と
、

「
男
」
の
語
り
が
抑
圧
し
て
い
た
の
は
「
男
」
に
憎
悪
を
向
け
る
「
K
」
の
姿

で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
男
」
の
語
り
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、
恐
怖
以
外
の
何

か
に
よ
っ
て
「
K
」
を
見
捨
て
た
「
男
」
と
「
男
」
を
恨
む
友
人
・
「
K
」
の

|143
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五

ー

姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
純
粋
な
「

K
」
と
そ
の
保
護
者
と
し
て
の

「
男
」
と
い
う
二
人
の
関
係
性
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
変
貌
し
う
る

も
の
な
の
で
あ
る
。

現
代
人
の
自
我
と
『
七
番
目
の
男
』
解
釈

現
代
人
の
「
こ
こ
ろ
」

注
二
を
参
照
。

十一

ー

1
4
4
ー

前
章
の
『
七
番
目
の
男
』
の
分
析
を
踏
ま
え
、
村
上
春
樹
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
挙
げ
た
＋
一
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
の
無
さ
」
と
「
現
代
人
の
心
の
在
り

方
」
が
こ
の
作
品
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
刊
行
後
の
二

0
0
三
年

に
行
わ
れ
、
雑
誌
『
文
學
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
村
上
は

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
や
他
作
品
に
お
け
る
自
身
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
語
っ
て

お
り
、
そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

日
本
と
い
う
か
、
世
界
の
近
代
文
明
と
い
う
の
は
自
己
表
現
が
人
間
存
在
に

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
押
し
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
略
）
ま
ず
自
ら
を
知
り
な
さ
い
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
を
確
立

し
な
さ
い
。
他
者
と
の
差
異
を
認
識
し
な
さ
い
。
そ
し
て
自
分
の
考
え
て
い

る
こ
と
を
、
少
し
で
も
正
確
に
、
体
系
的
に
、
客
観
的
に
表
現
し
な
さ
い

と
。
こ
れ
は
本
当
に
呪
い
だ
と
思
う
。
だ
っ
て
自
分
が
こ
こ
に
い
る
存
在
意

味
な
ん
て
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
な
い
わ
け
だ
か
ら
。
タ
マ
ネ
ギ
の
皮
む
き

と
同
じ
こ
と
で
す
。
一
貫
し
た
自
己
な
ん
て
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
。

（
略
）
僕
も
、
自
分
を
表
現
し
よ
う
と
思
っ
て
い
な
い
。
自
分
の
考
え
て
い

『
坑
夫
』
が
意
外
に
く
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
と

る
こ
と
、
例
え
ば
自
我
の
在
り
方
み
た
い
な
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
は
思
っ

て
い
な
く
て
、
僕
の
自
我
が
も
し
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
物
語
に
沈
め
る
ん
で
す

よ
。
僕
の
自
我
が
そ
こ
に
沈
ん
だ
時
に
物
語
が
ど
う
い
う
言
葉
を
発
す
る
か

と
い
う
の
が
大
事
な
ん
で
す
。

「
自
己
表
現
が
人
間
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
押
し
つ
け

て
い
る
」
こ
と
は
、
第
二
章
で
引
用
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
あ
る
「
漱
石
や
島

崎
藤
村
の
時
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
通
じ
て
お
り
、
彼
ら
の
時
代
に
は
一
貫

し
た
自
己
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
自
己
を
い
か
に
表
現
す
る
か
が

「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
で
あ
っ
た
と
村
上
は
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
村
上
は

一
貫
し
た
自
己
な
ど
存
在
し
な
い
と
考
え
て
お
り
、
彼
の
自
我
を
作
品
で
表
現

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
村
上
の
自
我
に
対
す
る
捉
え
方
は
以
下
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ

る。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
）

こ
ろ
な
ん
で
す
か
。

（
村
上
）
や
っ
ば
り
自
我
と
い
う
の
が
ま
だ
発
展
す
る
べ
き
も
の
と
い
う
風

に
漱
石
は
と
ら
え
て
な
い
と
こ
ろ
ね
。
闇
の
中
を
回
り
回
っ
て
、
入
っ
た
と

き
と
同
じ
状
態
で
出
て
く
る
と
い
う
、
何
て
い
う
の
か
な
あ
、
軽
さ
と
い
う

か
な
あ
、
責
任
感
の
無
さ
で
す
ね
。
そ
れ
以
降
の
漱
石
は
、
一
種
の
責
任
感
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み
た
い
な
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
自
我
に
対
す
る
責
任
感
と
い
う
の
が
。

『
坑
夫
』
と
か
『
虞
美
人
草
』
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
自
我
に
対
す
る
責
任

感
と
い
う
の
は
ま
だ
そ
こ
で
は
明
確
に
さ
れ
て
な
い
で
す
よ
ね
。

村
上
の
自
我
の
捉
え
方
は
漱
石
の
『
坑
夫
』
に
お
け
る
そ
れ
と
一
致
し
て
お

り
、
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
で
カ
フ
カ
少
年
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
目
の
前
に
出

て
く
る
も
の
を
た
だ
だ
ら
だ
ら
と
眺
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
い

う
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
の
無
さ
」
こ
そ
が
「
現
代
人
の
心
の
在
り
方
」
で

あ
る
と
村
上
は
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
村
上
の
自
我
に
対
す
る
意
識
は
、
『
七
番
目
の
男
』
に
ど
う
現

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
の
無
さ
」
は
「
男
」
が

「K
」
を
見
捨
て
た
罪
を
恐
怖
で
説
明
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
恐
怖
に
ま
つ
わ

る
体
験
を
差
異
化
し
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
で
「

K
」
を
見
捨
て
た
罪
の
責
任
は

恐
怖
に
あ
り
、
「
男
」
の
内
面
に
は
な
い
と
意
味
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「
男
」
が
罪
を
負
う
責
任
を
転
嫁
し
、
自
ら
の
内
面
を
見
つ
め
る

こ
と
を
諦
め
た
点
に
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
の
無
さ
」
が
表
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
「
男
」
は
罪
を
負
う
責
任
を
恐
怖
に
押
し
付
け
る
こ
と
で
「
人
生

を
改
め
て
最
初
か
ら
や
り
直
そ
う
と
し
て
」
お
り
、
純
粋
な
「
K
」
の
ま
な
ざ

し
を
得
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
本
物
の
「
K
」
の
ま
な
ざ
し
で
は
な
か
っ

た
に
し
ろ
「
男
」
を
救
済
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
「
男
」
が
「
K
」
の
ま

な
ざ
し
を
得
な
け
れ
ば
「
K
」
の
幻
影
に
囚
わ
れ
続
け
た
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先

生
」
の
よ
う
に
「
救
い
を
受
け
な
い
ま
ま
、
恐
怖
の
暗
が
り
の
中
で
悲
鳴
を
発

し
な
が
ら
こ
の
人
生
を
終
え
て
し
ま
う
可
能
性
だ
っ
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
っ

村
上
は
『
若
い
読
者
の
た
め
の
短
編
小
説
案
内
』
＋
二
で
図
4
の
よ
う
な
自

我
、
自
己
、
外
界
の
図
式
化
を
行
っ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
己
（
セ
ル
フ
）
は
外
界
と
自
我
（
エ
ゴ
）
に
挟
み
込
ま
れ
て
、
そ
の
両
方

か
ら
の
力
を
等
圧
的
に
受
け
て
い
る
。
そ
れ
が
等
圧
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
僕
ら
は
あ
る
意
味
で
は
正
気
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て

心
地
よ
い
状
況
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ
僕
ら
は
弁
当
箱
の
中
の
、
サ
ン
ド
イ

ッ
チ
の
中
身
み
た
い
に
ぎ
ゅ
っ
と
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
格
好
で
生
き
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
。

で
も
と
に
か
く
こ
れ
が
基
本
的
な
か
た
ち
で
す
。
作
家
が
小
説
を
書
こ
う

と
す
る
と
き
、
僕
ら
は
こ
の
構
図
を
ど
の
よ
う
に
小
説
的
に
解
決
し
て
い
く

か
、
相
対
化
し
て
い
く
か
と
い
う
決
定
を
多
か
れ
少
な
か
れ
迫
ら
れ
る
わ
け

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
村
上
は
自
我
と
外
界
の
間
で
両
者
か
ら
の
圧
力
を
受
け
な
が
ら

自
己
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
村
上
は
一
九
八

0
年
代
後
半
の
ア

メ
リ
カ
滞
在
中
に
日
本
文
学
に
触
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
際
の
読
書
体
験
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
二
村
上
春
樹
「
若
い
読
者
の
た
め
の
短
編
小
説
案
内
」
、
文
春
文
庫
、
二
〇

0
四
年

2
 

た
」
は
ず
だ
。
明
治
の
人
間
で
あ
る
「
先
生
」
は
自
我
に
対
す
る
責
任
感
を
抱

え
続
け
た
こ
と
で
自
殺
と
い
う
破
滅
に
向
か
っ
た
が
、
現
代
人
で
あ
る
「
七
番

目
の
男
」
は
他
者
の
眼
差
し
を
得
る
こ
と
で
自
我
に
対
す
る
責
任
感
を
捨
て
る

と
い
う
救
済
を
受
け
な
が
ら
も
、
結
局
、
他
者
の
眼
差
し
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
こ
と
を
『
七
番
目
の
男
』
は
示
唆
し
て
い
る
。
村
上
春
樹
は
『
七
番
目
の

男
』
に
お
い
て
、
「
現
代
人
の
心
」
は
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
」
で
は
な

く
、
他
者
の
眼
差
し
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
表
現
し
た
の
だ
。

『
こ
こ
ろ
』
の
「
K
」
の
死
因
が
自
殺
と
い
う
人
為
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
『
七
番
目
の
男
』
の
「
K
」
は
高
潮
と
い
う
自
然
現
象
に
よ
っ
て
命

を
奪
わ
れ
た
点
や
「
七
番
目
の
男
」
が
「

K
」
の
ま
な
ざ
し
を
得
た
契
機
が

「
男
」
の
兄
が
子
供
時
代
の
荷
物
を
送
り
届
け
た
と
い
う
外
的
な
要
因
で
あ
る

点
を
踏
ま
え
る
と
、
『
七
番
目
の
男
』
に
は
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
で
カ
フ
カ
少

年
が
「
人
間
と
い
う
の
は
じ
っ
さ
い
に
は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
自
分
の
力
で
も

の
ご
と
を
選
択
し
た
り
で
き
な
い
も
の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
述
べ
る
よ
う

な
人
間
の
受
動
的
な
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

村
上
が
『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て
他
者
の
眼
差
し
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
受

動
的
な
「
現
代
人
の
心
の
在
り
方
」
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
村
上

の
述
べ
る
「
自
我
」
、
そ
し
て
「
自
己
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
検
討
し
て
お
く
。

た
だ
、
日
本
の
小
説
な
ら
な
ん
で
も
い
い
、
な
ん
で
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
は

い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
的
な
小
説
、
あ
る
い
は
私
小
説
は
ほ
ぼ
駄
目
で
し
た
。

太
宰
治
も
駄
目
、
三
島
由
紀
夫
も
駄
目
で
し
た
。
そ
う
い
う
小
説
に
は
、
ど

う
し
て
も
身
体
が
う
ま
く
入
っ
て
い
か
な
い
の
で
す
。

村
上
の
述
べ
る
よ
う
な
自
然
主
義
的
な
小
説
や
私
小
説
と
は
、
個
体
差
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
概
ね
自
我
と
外
界
が
自
己
を
挟
ん
で
繰
り
広
げ
る
対
立

や
自
我
そ
の
も
の
を
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
も
の
と
い
え

る
。
一
方
で
、
村
上
が
同
書
で
「
僕
が
こ
れ
ま
で
の
段
階
で
、
日
本
の
小
説
の

中
で
い
ち
ば
ん
心
を
惹
か
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
文
壇
に
登
場
し

た
、
い
わ
ゆ
る
「
第
三
の
新
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
群
の
作
家
た
ち
で
し

た
。
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
第
三
の
新
人
」
と
そ
の
前
後
の
作
家
達
は
、
自

我
と
外
界
と
の
拮
抗
を
リ
ア
ル
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
手
法
で
こ
れ

ら
の
在
り
方
を
提
示
し
て
い
る
と
村
上
は
感
じ
て
い
た
。
そ
の
手
法
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
村
上
は
吉
野
淳
之
介
『
水
の
畔
り
』
に
お
け
る
主
人
公
を
常
に
移
動

さ
せ
、
私
小
説
的
な
自
我
と
の
対
決
を
避
け
る
こ
と
で
そ
の
回
避
の
軌
跡
に
よ

り
自
我
を
描
き
出
す
方
法
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
自
然
主
義
作
品
や
私
小
説
と
「
第
三
の
新
人
」
ら
の
作
品
と
の
違
い

は
、
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
の
違
い
に
共
通
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

|145

— 

村
上
の
考
え
る
「
自
我
」
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終
わ
り
に

3
 

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
漱
石
作
品
と
自
然
主
義
作
品
や
太
宰
・
三
島
ら
の
私
小
説

と
を
同
一
視
す
る
の
は
い
さ
さ
か
性
急
で
は
あ
る
が
、
前
者
が
後
者
へ
影
響
を

与
え
て
お
り
、
両
者
は
自
我
と
外
界
と
の
対
立
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
点
で
共

通
す
る
。
そ
し
て
、
「
第
三
の
新
人
」
ら
の
作
品
と
同
様
に
、
『
七
番
目
の

男
』
で
は
自
我
と
外
界
と
の
対
立
を
丁
寧
に
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
村

上
な
り
の
自
我
、
自
己
、
外
界
の
関
係
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
七
番
目
の
男
」
を
ど
う
読
む
か

『
七
番
目
の
男
』
に
お
け
る
村
上
な
り
の
自
我
、
自
己
、
外
界
の
関
係
性
に

つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、
ま
ず
は
自
我
と
外
界
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
『
七

番
目
の
男
』
の
流
れ
を
ま
と
め
て
い
く
。

前
章
の
第
二
節
で
は
、
「
七
番
目
の
男
」
が
波
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
恐
怖

こ
そ
が
自
分
に
「
K
」
を
見
捨
て
さ
せ
た
と
い
う
恐
怖
に
よ
る
正
当
化
を
行
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
男
」
が
「
K
」
を
見
捨
て
た
原
因
が
恐
怖
以
外
で
あ
る

可
能
性
を
提
示
し
た
。
実
際
に
恐
怖
が
「
k
」
を
見
捨
て
る
動
機
で
あ
っ
た
か

否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
男
」
が
恐
怖
を
感
じ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
で
は
「
男
」
の
恐
怖
に
注
目
し
た
い
。
恐
怖
は
外
界

か
ら
襲
来
し
、
「
男
」
に
「
K
」
の
恐
ろ
し
い
笑
い
顔
を
見
せ
る
な
ど
、
そ
の

自
我
に
影
響
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
外
界
が
自
我
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
よ
っ

て
、
今
度
は
自
我
が
外
界
を
歪
曲
す
る
現
象
が
起
き
て
い
た
と
い
え
る
。

や
が
て
、
「
K
」
の
死
ん
だ
街
か
ら
離
れ
た
「
男
」
は
海
や
プ
ー
ル
な
ど
の

水
辺
を
避
け
る
こ
と
で
「
k
」
の
幻
影
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

考
え
た
い
。
確
か
に
、
「
男
」
自
身
は
「
自
分
が
最
後
に
こ
う
し
て
救
わ
れ
、

回
復
を
遂
げ
た
こ
と
に
、
私
は
感
謝
し
て
お
り
ま
す
」
と
回
復
し
救
済
さ
れ
た

こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
受
動
的
な
「
現
代
人
の
心
の

在
り
方
」
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
男
」
が
恐
怖
に
囚
わ
れ
た
後
に

「
K
」
の
絵
画
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
男
」
を
苦
し
め
る
だ
け
で
な

く
、
救
済
を
与
え
た
の
も
ま
た
外
界
で
あ
っ
た
の
だ
。
「
男
」
が
偶
然
、

「
K
」
の
絵
画
（
外
界
）
に
触
れ
た
こ
と
で
自
我
が
変
化
し
た
よ
う
に
、
再
び

外
界
が
自
我
に
影
響
を
与
え
る
、
つ
ま
り
「
男
」
が
再
び
「
K
」
の
幻
影
に
苦

し
む
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
「
K
」
の
死
と
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
私
は
「
男
」
の
救
済
を
一
過
性
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
他
者
の
死
に
対
す
る
罪
悪
感
か
ら
の
救
済

は
、
た
と
え
一
時
的
で
あ
れ
、
確
か
に
存
在
し
、
残
さ
れ
た
者
は
ど
の
よ
う
な

形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
他
者
の
死
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
自
体

は
自
明
だ
が
、
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
『
こ

こ
ろ
』
で
描
か
れ
た
死
者
へ
の
向
き
合
い
方
、
そ
し
て
自
我
の
在
り
方
に
対
す

る
転
換
を
図
っ
た
の
が
『
七
番
目
の
男
』
で
あ
り
、
そ
の
転
換
の
過
程
に
村
上

の
考
え
る
他
者
の
眼
差
し
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
受
動
的
な
「
現
代
人
の
心
の
在

り
方
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
調
査
か
ら
「
村
上
春
樹
は
『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て
『
こ
こ
ろ
』

を
書
き
換
え
る
こ
と
で
何
を
表
現
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
自
我
に

「
男
」
の
自
我
は
恐
怖
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
い
く
ら
外
界
を
変
化
さ
せ
て
そ

の
圧
力
を
軽
減
し
た
と
し
て
も
、
自
我
の
圧
力
は
「

K
」
の
登
場
す
る
恐
ろ
し

い
夢
と
い
う
形
で
「
男
」
を
苦
し
め
続
け
る
。

し
か
し
、
「
K
」
の
絵
画
（
外
界
）
が
「
男
」
の
自
我
を
浄
化
し
た
こ
と

で
、
「
男
」
は
恐
怖
に
よ
る
正
当
化
を
行
い
、
回
復
し
て
い
く
。
外
界
に
あ
っ

た
恐
怖
が
「
男
」
の
自
我
に
影
響
を
与
え
、
自
我
は
恐
怖
に
よ
っ
て
「
K
」
と

い
う
他
者
（
外
界
）
を
歪
め
て
い
た
よ
う
に
、
外
界
と
自
我
は
相
互
に
関
連
し

て
お
り
、
両
者
に
明
確
な
線
引
き
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が

村
上
の
考
え
る
自
我
と
外
界
と
の
関
係
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
自
己

は
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
。
現
時
点
で
は
『
七
番
目
の
男
』
に
お
い
て
自
己
を

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
の
作
品
か
ら
は
村
上
の
考
え
る
自
我

と
外
界
と
の
連
続
性
の
み
を
読
み
取
っ
た
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
七
番
目
の
男
』
の
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
作

品
に
お
け
る
救
済
の
物
語
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
て
い
く
。
私
は
、
「
明
治
の

精
神
」
の
も
と
で
死
に
ゆ
く
「
先
生
」
の
完
結
し
た
物
語
で
あ
る
『
こ
こ
ろ
』

よ
り
も
、
「
男
」
が
自
殺
を
選
ば
ず
に
回
復
す
る
『
七
番
目
の
男
』
の
方
が
よ

り
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
。
倫
理
的
に
生
き
、
殉
死
す
る
「
先
生
」
の
美
学
は
論

理
と
し
て
理
解
で
き
て
も
、
共
感
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
先
生
」
の

述
べ
る
「
時
勢
の
推
移
か
ら
来
る
人
間
の
相
違
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
、
『
七
番
目
の
男
』
に
つ
い
て
も
「
男
」
の
回
復
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
少

し
容
易
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
完
全
に
共
感
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
『
七
番
目
の
男
』
に
『
こ
こ
ろ
』
と
の
決
定
的
な
違
い
を
生
み
出
し

て
い
る
「
男
」
の
救
済
に
関
し
て
、
「
男
」
が
本
当
に
救
済
さ
れ
て
い
た
か
を

対
す
る
責
任
感
で
は
な
く
他
者
の
眼
差
し
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
受
動
的
な

「
現
代
人
の
心
の
在
り
方
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

『
こ
こ
ろ
』
論
争
か
ら
見
え
た
二
つ
の
手
法
を
用
い
て
『
七
番
目
の
男
』
を

分
析
す
る
こ
と
で
、
「
男
」
が
恐
怖
に
よ
り
自
ら
の
罪
を
正
当
化
し
て
い
た
こ

と
、
「
K
」
を
恐
怖
以
外
の
要
因
で
見
捨
て
た
「
男
」
と
「
男
」
を
憎
む

「K
」
と
い
う
二
人
の
新
た
な
関
係
性
を
恐
怖
が
抑
圧
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か

び
上
が
っ
た
。
結
果
的
に
「
男
」
は
恐
怖
に
自
ら
の
責
任
を
転
嫁
し
た
こ
と
で

救
済
を
受
け
る
。
こ
の
救
済
の
有
無
こ
そ
、
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』

の
最
も
大
き
な
違
い
で
あ
り
、
自
殺
へ
向
か
う
「
先
生
」
よ
り
も
救
済
さ
れ
る

「
男
」
の
方
が
私
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
自
然
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
『
七

番
目
の
男
』
に
村
上
の
考
え
る
「
現
代
人
の
心
の
在
り
方
」
が
表
現
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

村
上
春
樹
は
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
を
「
自
我
に
対
す
る
責
任
感
」
を
抱

え
続
け
た
人
間
と
捉
え
る
。
近
代
人
に
と
っ
て
は
確
固
と
し
た
自
己
が
存
在

し
、
自
我
に
対
す
る
責
任
を
持
ち
続
け
る
、
つ
ま
り
自
分
を
見
つ
め
る
内
省
の

繰
り
返
し
に
よ
り
「
先
生
」
は
自
殺
へ
向
か
っ
た
。
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
「
先

生
」
と
い
う
人
物
の
自
我
を
『
こ
こ
ろ
』
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、

近
代
人
の
「
こ
こ
ろ
」
と
は
確
固
と
し
た
自
己
の
も
と
に
あ
り
、
彼
ら
の
「
心

の
在
り
方
」
と
は
自
我
に
対
す
る
責
任
感
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
村

上
は
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
村
上
は
現
代
人
に
と
っ
て
の
「
自
己
」
と
は
幻
想
に
過
ぎ
ず
、
確

固
た
る
形
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
現
代
人
は
「
先
生
」
の
よ
う

に
自
分
自
身
を
見
つ
め
続
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
、
自
我
に
対
す
る

—

1
4
6ー
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付録 1 『こころ』論争の流れ 責
任
感
を
持
つ
こ
と
の
不
可
能
性
を
提
示
し
、
「
七
番
目
の
男
」
が
「
K
」
の

絵
画
を
見
て
「

K
」
へ
の
認
識
が
大
き
く
変
化
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
現
代

人
の
心
」
は
他
者
の
眼
差
し
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
も
の

で
あ
る
と
、
村
上
は
『
こ
こ
ろ
』
を
『
七
番
目
の
男
』
に
よ
っ
て
再
編
す
る
こ

と
で
表
現
し
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
『
こ
こ
ろ
』
と
『
七
番
目
の
男
』
の
二
作
品
か
ら
は
、
前
者

で
は
確
固
た
る
自
己
の
も
と
で
そ
れ
を
見
つ
め
続
け
た
「
先
生
」
と
い
う
人
物

|147ー

年代 人物 掲載誌・タイトル

1985 小森陽一 成城国文学創刊号 「『こころ』を生成する心臓」

石原千秋 成城国文学創刊号 「『こころ』のオイデイプス一反転する語り」

大岡昇平 「成城だより III」8号 (10月）

1986 大川公一 成城国文学第 2号 「『善悪の彼岸過迄』としての『こころ』」 (3月）

秦恒平 湖の本第 2号 「『こ>ろ』の孤独と愛」 (9月）

三好行雄 海燕 「〈先生〉はコキュか」 (11月）

秦恒平 ちくま 「『先生』はコキュではない」 (12月）

三好行雄 国語年鑑 「国文学ー近代・現代」 (12月）

田中実 日本文学 「『こころ』という掛け橋」 (12月）

1987 小森陽一 成城国文学第 3号 「こころの行方」 (3月）

石原千秋 日本近代文学 37号 「制度としての『研究文体』」 (10月）

1988 三好行雄 文學 「ワトソンは背信者かー『こころ』再読」 (5月）

1989 桂秀実 新潮 「消滅する象形文字一『こころ』を読む」 (6月）

1991 金子明雄 日本近代文学 44号 「近代文学研究と物語論の今日と明日」 (5月）

1992 様式史研究会第 30回記念大会

1993 様式史研究会第 30回記念大会の補足研究会

1996 村上春樹 文藝春秋 『七番目の男』 (2月）

図 1 『こころ』論争の概要

が
、
後
者
で
は
一
貫
し
た
自
己
を
持
た
ず
に
他
者
の
眼
差
し
に
よ
り
自
我
が
形

成
さ
れ
る
受
動
的
な
「
七
番
目
の
男
」
と
い
う
人
物
が
描
か
れ
た
よ
う
に
、
近

代
と
現
代
に
お
け
る
自
我
に
対
す
る
認
識
の
違
い
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
村

上
が
自
我
と
外
界
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
私
は

「
男
」
の
回
復
を
一
時
的
な
も
の
と
し
て
、
「
男
」
が
こ
れ
か
ら
も
何
ら
か
の

形
で
「
K
」
の
死
と
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
と
解
釈
し
た
。
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付録3 村上の考える自我 付録2 『七番目の男』と『こころ』の構造図
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図4 村上の考える自我、自己、外界の相関図

(egoは自我、 selfは自己を表す）
図2 『七番目の男』の物語構造
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図3 『こころ』の物語構造
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）
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秋
「
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こ
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デ
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学
』
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、
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を
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