
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』
論 : 文学倫理学批評を視座に

任, 潔
華中師範大学大学院 : 博士課程 | 九州大学大学院地球社会統合科学府 : 特別研究生 | 曲阜師範大学翻
訳学院

https://doi.org/10.15017/1931481

出版情報：九大日文. 30, pp.75-85, 2017-10-01. 九州大学日本語文学会
バージョン：
権利関係：



75

一
、
は
じ
め
に

一
九
八
五
年
、
村
上
春
樹
は
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ

ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

（
以
下
、
『
世
界
の
…
』
と
略
称
）
で
第
二
十
一
回
谷
崎
潤

(1)

一
郎
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
の
作
品
に
は
、
奇
数
章
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
と
偶
数
章
「
世
界
の
終
り
」
と
い
う
二
つ
の
物
語
が

並
列
さ
れ
て
い
る
。
今
日
か
ら
見
る
と
、
『
世
界
の
…
』
に
お
け
る
こ
の

「
パ
ラ
レ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
」
は
村
上
春
樹
の
他
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
初
め
て
登
場
し
た
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
。

二
つ
の
物
語
が
並
行
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
表

現
効
果
は
、
何
よ
り
豊
饒
な
意
味
作
用
を
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と

に
あ
り
、
先
行
研
究
も
こ
れ
を
受
け
て
作
品
の
形
式
面
の
分
析
を
中
心
に

し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、
作
品
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
作
品

の
構
造
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
こ
に
は
肯
定
的
な
見
解
と
否
定
的
な

見
解
の
双
方
が
見
ら
れ
る
。
肯
定
的
な
評
価
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
川

《
特
集

文
学
テ
ク
ス
ト
の
時
代
性
・
多
様
性
》

『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル

ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
論

―
文
学
倫
理
学
批
評
を
視
座
に

―
任

潔

R
E
N

J
i
e

本
三
郎
や
宮
脇
俊
文
の
「
二
つ
の
異
質
な
物
語
が
や
が
て
一
つ
の
点
へ
と

た
く
み
に
収
斂
し
て
い
く
様
相
に
、
こ
の
小
説
を
読
む
際
に
読
者
に
喚
起

さ
れ
る
、
小
説
の
展
開
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る｣

(2)

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
「
昭
和
六
十
年
度
谷
崎
潤
一
郎
賞
発
表
谷
崎
賞
選
後
評
」
で
選

考
委
員
を
務
め
た
丸
谷
才
一
も
、
「
村
上
春
樹
氏
の
『
世
界
の
終
り
と
ハ

ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
は
、
優
雅
な
抒
情
的
世
界
を
長
篇

小
説
と
い
ふ
形
で
ほ
ぼ
破
綻
な
く
構
築
し
て
ゐ
る
の
が
手
柄
で
あ
る
」
(3)

と
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
一
方
で
、
同
じ
選
考
委
員
の
遠
藤
周

作
、
吉
行
淳
之
介
、
大
江
健
三
郎
な
ど
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、

二
つ
の
物
語
が
並
行
す
る
構
造
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を
提
示
し
て
い

る

。
(4)総

じ
て
言
え
ば
、
作
品
の
発
表
直
後
は
、
肯
定
の
声
よ
り
も
否
定
や
疑

問
を
呈
す
る
声
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
作
者

の
村
上
春
樹
は
、
こ
の
作
品
が
「
『
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
』
の
持
っ

て
い
た
「
志
の
あ
る
失
敗
作
」
と
い
う
尻
尾
の
痕
跡
を
ま
だ
と
ど
め
て
い

る
」
と
認
め
つ
つ
も
、
「
『
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
』
の
未
完
成
さ
と
は

ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
「
も
う
一
度
書
き
直
し
た
い
と

い
う
風
に
は
思
わ
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
村
上
春
樹
は
こ
の

(5)

作
品
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
不
完
全
さ
（
た
と
え
ば
、
物
語
の
厳
密
性
な
ど
）

は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
よ
り
根
本
的
な
物
語
の
仕
組
み
や
構
造
な
ど
に

つ
い
て
は
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
村
上
春
樹
は
ど
う
し
て
並
行
す
る
二
つ
の
物
語
の
構
造
を
必
要

と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
も
ち
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ろ
ん
で
あ
る
が
、
二
十
一
世
紀
初
め
に
中
国
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
「
文

学
倫
理
学
批
評
」
の
方
法
を
用
い
て
テ
キ
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
品
構
造
の
必
要
性
と
そ
れ
に
関
す
る
新
し
い
見
解
を
導
く
こ
と
を

試
み
る
。
さ
ら
に
作
品
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
〈
心
〉
と
い
う

言
葉
を
選
び
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い

て
も
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
文
学
倫
理
学
批
評
と
は
何
か

こ
の
作
品
の
構
造
に
関
す
る
新
し
い
見
解
は
文
学
倫
理
学
批
評
の
方
法

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
本
論
は
こ
の
方
法
の
基
本
理

論
お
よ
び
優
位
性
の
紹
介
と
論
述
か
ら
始
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

文
学
倫
理
学
批
評
と
は
、
倫
理
と
い
う
視
点
か
ら
文
学
を
分
析
、
解
釈
、

鑑
賞
し
、
文
学
の
倫
理
的
価
値
と
教
育
的
機
能
を
発
掘
す
る
批
評
方
法
で

あ
る
。｢

人
類
は
倫
理
を
表
す
た
め
に
文
字
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
そ
れ

を
使
っ
て
日
常
生
活
お
よ
び
人
類
自
身
が
倫
理
に
対
す
る
理
解
を
記
し
、

そ
こ
で
テ
キ
ス
ト
が
生
ま
れ
、
最
初
の
文
学
が
誕
生
し
た｣

と
い
う
点
か

(6)

ら
、
時
代
、
国
別
、
ジ
ャ
ン
ル
の
如
何
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
文
学
は
倫

理
的
な
読
み
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
倫
理
学
批

評
は
単
に
倫
理
的
視
点
か
ら
文
学
を
批
評
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
な

り
の
術
語
と
理
論
の
特
色
を
持
つ
た
め
、
従
来
の
倫
理
批
評
よ
り
優
位
性

を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

倫
理
批
評
（
倫
理
の
視
点
か
ら
文
学
を
分
析
す
る
）
の
歴
史
は
古
代
ギ
リ
シ

ア
に
ま
で
遡
れ
る
が
、
二
十
世
紀
六
十
年
代
に
入
っ
て
以
降
、
民
権
運
動
、

反
戦
運
動
、
学
生
運
動
、
女
性
解
放
運
動
、
環
境
保
護
運
動
な
ど
の
高
ま

り
と
と
も
に
最
高
潮
を
迎
え
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
、
新
歴
史
主
義
批
評
、

文
化
批
評
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
の
倫
理
批
評
は

ウ
ェ
ー
ン
・

．
ブ
ー
ス
（W

ayne
C
layson

B
ooth

）
氏
の
推
進
に
よ
り
ピ
ー

C

ク
に
達
し
た
が
、
九
十
年
代
に
入
る
と
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
レ
ン
・
ポ
ズ
ナ
ー
（R

ichard
A
.
Posner

）
氏
は
、

西
洋
に
お
け
る
倫
理
批
評
は
自
分
な
り
の
術
語
と
理
論
の
特
色
が
な
い
た

め
、
方
法
論
と
し
て
文
学
倫
理
学
か
ら
独
立
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る

。
(7)一

方
、
中
国
に
お
い
て
は
改
革
開
放
政
策
が
実
施
さ
れ
て
以
降
、
評
論

界
や
学
術
界
で
西
方
の
文
学
理
論
を
積
極
的
に
吸
収
す
る
態
度
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
外
来
の
文
学
理
論
が
共
存
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
中

国
に
輸
入
さ
れ
た
文
学
理
論
は
、
主
に
以
下
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
第

一
に
、
ロ
シ
ア
の
形
式
主
義
批
判
、
ア
メ
リ
カ
の
新
批
評
、
構
造
主
義
批

評
な
ど
の
よ
う
な
、
形
式
の
価
値
を
強
調
す
る
形
式
批
評
で
あ
る
。
第
二

に
、
文
化
と
権
利
、
文
化
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
な
ど
を
中
心
に
、

文
化
的
な
視
点
か
ら
文
学
を
研
究
す
る
文
化
批
評
で
あ
る
。
第
三
に
、
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
、
環
境
批
評
、
新
歴
史
主
義
批
評
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
批
評
な
ど
の
よ
う
な
、
政
治
、
社
会
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
文
学
批

評
で
あ
る
。

以
上
の
文
学
批
評
は
、
政
治
、
道
徳
、
性
別
、
種
族
な
ど
の
角
度
か
ら

研
究
を
展
開
し
て
き
た
た
め
広
義
的
な
倫
理
批
評
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
出
発
点
、
つ
ま
り
形
式
、
文
化
、
性
別
、
環
境
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な
ど
に
関
す
る
問
題
に
行
き
戻
り
、
倫
理
と
は
次
第
に
遠
く
な
っ
て
い
っ

た
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
中
国
に
お
け
る
文
学
批
評
に
は
以
下
の
よ
う

な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、
文
学
批
評
は
文
学
か
ら
離
れ
、
理
論
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（T

heoretical
C
om
plex

）
、
命
題
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（Preordained

C
om
plex

）
、
術
語
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（T

erm
C
om
plex

）
の
傾
向
が
著
し
い
。

第
二
に
、
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
文
学
観
の
影
響
で
倫
理
的
価

値
よ
り
も
文
学
作
品
に
お
け
る
美
的
価
値
が
、
さ
ら
に
は
市
場
経
済
の
影

響
で
倫
理
的
価
値
や
美
的
価
値
よ
り
も
文
学
作
品
の
商
品
と
し
て
の
価
値

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
文
学
に
対
す
る
批
評
も
読
者
の
好
み

に
従
う
も
の
が
多
く
、
社
会
に
対
す
る
責
任
感
が
欠
け
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
文
学
倫
理
学
批
評
が
中
国
の
聶
珍
釗
氏
に
よ
っ

て
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
基
本
的
観
点
は
、
二
○
○
四
年
十
月
に
中
国
の
文

学
研
究
誌
『
外
国
文
学
研
究
』
に
掲
載
さ
れ

、
そ
の
後
十
年
の
あ
い
だ

(8)

に
著
し
い
発
展
を
遂
げ
て
、
二
○
一
四
年
三
月
に
中
国
国
家
社
科
基
金
か

ら
の
支
援
に
よ
っ
て
書
籍
の
形
で
出
版
さ
れ
た

。
(9)

文
学
倫
理
学
批
評
は
、
文
学
テ
キ
ス
ト
を
批
評
の
対
象
と
し
、
倫
理
的

な
角
度
か
ら
作
品
に
お
け
る
人
間
と
自
分
、
人
間
と
社
会
、
人
間
と
自
然

と
の
関
係
を
把
握
す
る
一
方
で
、
特
定
の
倫
理
環
境
に
お
け
る
各
個
人
の

倫
理
選
択
を
分
析
し
、
特
定
の
基
準
に
よ
っ
て
倫
理
的
判
断
を
下
し
て
作

品
を
新
た
な
角
度
か
ら
理
解
す
る
た
め
の
倫
理
的
価
値
を
発
掘
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
文
学
研
究
の
根
本
的
な
役
割
を
果
た
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

村
上
春
樹
の
『
世
界
の
…
』
は
発
表
さ
れ
て
以
来
、
世
界
中
で
広
く
読

ま
れ
て
い
る
が
、
作
品
に
対
す
る
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿

は
、
文
学
倫
理
学
批
評
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
関
す

る
新
し
い
見
解
を
導
く
こ
と
を
試
み
る
と
と
も
に
、
作
品
が
創
作
さ
れ
た

時
代
に
お
け
る
倫
理
的
価
値
や
、
今
日
の
日
本
の
倫
理
環
境
に
お
け
る
倫

理
的
価
値
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
二
つ
の
物
語
の
時
間
的
連
続
性

作
品
の
解
釈
が
二
つ
の
物
語
が
並
行
し
て
語
ら
れ
る
構
造
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
テ
キ
ス
ト
の
分
析
は
作
品
構
造
か
ら

始
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に

相
互
連
関
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
今
井
清
人
に
よ
っ
て
「
内
部
と
外
部
の
関
係｣

、
山
根
由
美
恵
に

(10)

よ
っ
て
「
無
限
円
環
〈
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
〉｣

の
よ
う
な
関
係
、
肖
珊
に
よ
っ

(11)

て
「
相
互
補
完
性
的
関
係｣

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
新

(12)

た
に
「
時
間
的
連
続
性
」
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
以
下
に
詳
述
す
る
。

｢

時
間
的
連
続
性
」
と
は
も
と
も
と
心
理
学
の
用
語
だ
が
、
過
去
か
ら

現
在
ま
で
の
時
間
的
連
続
性
を
強
調
し
て
「
社
会
的
な
一
貫
性
」
を
構
築

す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
構
成
要
素
と
な
る
も

の
で
も
あ
る

。
『
世
界
の
…
』
に
お
け
る
「
時
間
的
連
続
性
」
は
、
奇
数

(13)

章
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
が
終
わ
り
、
そ
の
続
き
と

し
て
偶
数
章
「
世
界
の
終
り
」
が
始
ま
る
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
奇
数
章
の
中
の
〈
私
〉
が
移
行
し
た
「
不
死
の
世
界
」
が
偶
数
章
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の
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
具
体
的
に
見
て

み
よ
う
。

奇
数
章
に
お
け
る
〈
私
〉
は
、
「
シ
ャ
フ
リ
ン
グ
」
操
作
が
終
わ
っ
て

ま
も
な
く
、
博
士
が
〈
や
み
く
ろ
〉
に
襲
わ
れ
た
と
助
け
を
求
め
る
太
っ

た
娘
か
ら
連
絡
を
も
ら
い
、
彼
女
と
と
も
に
地
下
に
入
っ
て
隠
し
部
屋
で

博
士
と
再
会
す
る
。
博
士
は
起
こ
っ
て
い
る
事
態
、
特
に
〈
私
〉
の
こ
れ

か
ら
の
運
命
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
教
示
す
る
。

「
要
す
る
に
そ
れ
が
あ
ん
た
の
意
識
の
核
な
の
で
す
。
あ
ん
た
の
意

識
が
描
い
て
お
る
も
の
は
世
界
の
終
り
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
あ
ん

た
が
そ
ん
な
も
の
を
意
識
の
底
に
秘
め
て
お
っ
た
の
か
は
し
ら
ん
。

し
か
し
と
に
か
く
、
そ
う
な
の
で
す
。
あ
ん
た
の
意
識
の
中
で
は
世

界
は
終
っ
て
お
る
。
逆
に
言
え
ば
あ
ん
た
の
意
識
は
世
界
の
終
り
の

中
に
生
き
て
お
る
の
で
す
。
」（
三
九
二
頁
）

博
士
は
〈
私
〉
が
「
第
三
回
路
」
す
な
わ
ち
「
意
識
の
核
」
の
中
に
恒

久
的
に
は
ま
り
こ
み
、
二
度
と
現
実
世
界
に
戻
れ
な
い
こ
と
を
明
示
し
た

の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
〈
私
〉
は
意
識
を
失
っ
た
後
、
現

実
世
界
か
ら
〈
私
〉
の
意
識
が
描
い
た
「
世
界
の
終
り
」
に
移
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
意
識
の
世
界
が
す
な
わ
ち
偶
数
章
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

僕
は
そ
の
音
楽
の
中
に
街
そ
の
も
の
の
息
づ
か
い
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
僕
は
そ
の
街
の
中
に
あ
り
、
そ
の
街

は
僕
の
中
に
あ
っ
た
。
街
は
僕
の
体
の
揺
れ
に
あ
わ
せ
て
息
を
し
、

揺
れ
て
い
た
。
壁
も
動
き
、
う
ね
っ
て
い
た
。
そ
の
壁
は
ま
る
で
僕

自
身
の
皮
膚
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

僕
は
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
そ
の
曲
を
繰
り
か
え
し
て
弾
い
て
か

ら
楽
器
を
手
か
ら
離
し
て
床
に
置
き
、壁
に
も
た
れ
て
目
を
閉
じ
た
。

僕
は
体
の
揺
れ
を
ま
だ
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
あ
る
す
べ

て
の
も
の
が
僕
自
身
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
壁
も
門
も
獣
も

森
も
川
も
風
穴
も
た
ま
り
も
、
す
べ
て
が
僕
自
身
な
の
だ
。
彼
ら
は

み
ん
な
僕
の
体
の
中
に
い
た
。
こ
の
長
い
冬
さ
え
、
お
そ
ら
く
は
僕

自
身
な
の
だ
。（
五
四
三
頁
）

音
楽
の
な
か
で
、
〈
僕
〉
は
「
そ
の
街
は
僕
の
中
に
あ
」
り
、
「
こ
こ
に

あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
僕
自
身
で
あ
る
」
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
ま
た
、

小
説
の
最
後
の
章
に
な
る
と
、
「
こ
の
街
を
作
り
だ
し
た
の
が
い
っ
た
い

何
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
」（
五
八
九
頁
）
。
〈
僕
〉
が
発
見
し
た

の
は
ほ
か
で
も
な
く
、
「
こ
の
街
」
が
〈
僕
〉
自
身
に
よ
っ
て
作
り
上
げ

ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
意
識
を
失
っ
た
後
、
現

実
世
界
か
ら
自
分
の
意
識
の
世
界
に
移
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
奇
数
章

と
偶
数
章
の
間
に
は
「
時
間
的
連
続
性
」
が
存
在
し
て
い
る
。
以
下
、
二

つ
の
物
語
に
お
け
る
内
容
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
両
者
に
現
れ
る
暗
示
的

な
事
柄
の
照
応
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
こ
の
見
方
を
補
強
し
た
い
。

ま
ず
、
内
容
の
類
似
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
図
示
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
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ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・

世
界
の
終
り

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

『
赤
と
黒
』
を
読
ん
で
、
壁
に

街
が
壁
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

壁

囲
ま
れ
た
世
界
に
〈
私
〉
は
心

を
打
た
れ
た
。

影

影
が
映
画
を
通
し
て
何
か
を
語

〈
僕
〉
の
記
憶
を
持
つ
の
は

り
か
け
て
く
れ
た
。

影
で
あ
る
。

同
じ

ペ
ー
パ

博
士
は
ペ
ー
パ
ー
・
ク
リ
ッ
プ

図
書
館
の
カ
ウ
ン
タ
ー
の
上

事
物

ー
・
ク

を
目
印
と
し
て
地
面
に
残
し
て

に
は
ペ
ー
パ
ー
・
ク
リ
ッ
プ

・

リ
ッ
プ

お
い
た
。

が
あ
る
。

場
所

博
士
は
一
角
獣
の
頭
蓋
骨
を

一
角
獣
は
人
々
の
心
を
吸
収

一
角
獣

プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
〈
私
〉
に

し
、
自
我
を
頭
に
刻
み
込
む
。

く
れ
た
。

〈
私
〉
は
頭
蓋
骨
を
調
べ
る
た

〈
僕
〉
は
図
書
館
で
夢
読
仕

図
書
館

め
に
図
書
館
に
行
き
、
そ
こ
で

事
を
す
る
。

勤
め
る
彼
女
に
出
会
っ
た
。

大
佐

博
士
は
〈
私
〉
に
事
態
を
教
示

大
佐
は
〈
僕
〉
に
「
世
界
の

と

し
た
。

終
り
」
の
こ
と
を
色
々
と
教

類
似

博
士

え
て
く
れ
る
。

し
た

大
男

〈
私
〉
は
二
人
組
に
襲
わ
れ
、

〈
僕
〉
は
門
番
の
大
男
に
ナ

人
物

と

大
男
に
臍
か
ら
七
セ
ン
チ
下
の

イ
フ
で
目
を
水
平
に
切
ら
れ

門
番

腹
の
部
分
を
ナ
イ
フ
で
水
平
に

る
。

切
ら
れ
た
。

図
書
館

〈
私
〉
は
図
書
館
の
女
の
子
が

〈
僕
〉
は
最
後
に
女
の
子
と

の

好
き
だ
っ
た
。

と
も
に
森
へ
向
か
う
こ
と
に

類
似

女
の
子

し
た
。

し
た

ダ
ム
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に

た
ま
り
が
す
っ
ぽ
り
と
〈
僕
〉

設
定

影
と
水

水
流
の
影
が
映
っ
て
い
る
の
が

の
影
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま
っ

見
え
た
。

た
後
も
、〈
僕
〉
は
長
い
間
そ

の
水
面
を
見
つ
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
奇
数
章
の
現
実
世
界
に
登
場
す
る
事
物
や
場
所
は
偶
数

章
の
意
識
の
世
界
に
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
類
似
し
て
い

る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
奇
数
章
と
偶
数
章
は
緊
密
な
対
応
関
係
を
持
ち
、

両
者
の
「
時
間
的
連
続
性
」
を
高
次
元
の
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
暗
示
的
事
柄
の
照
応
に
つ
い
て
で
あ
る
。
偶
数
章
で
〈
僕
〉
が

最
初
に
図
書
館
の
女
の
子
に
出
会
っ
た
と
き
、
「
彼
女
の
顔
は
僕
に
何
か

を
思
い
だ
さ
せ
よ
う
と
し
」
、
「
彼
女
の
何
か
が
僕
の
意
識
の
底
に
沈
ん
で

し
ま
っ
た
や
わ
ら
か
な
お
り
の
よ
う
な
も
の
を
静
か
に
揺
さ
ぶ
っ
て
い

、
、

る
」（
六
三
～
六
四
頁
）
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
理
由
は
、
奇
数
章
で
〈
私
〉

が
〈
僕
〉
と
同
じ
よ
う
に
図
書
館
で
働
く
女
の
子
を
愛
す
る
と
こ
ろ
に
端

的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
偶
数
章
の
〈
僕
〉
は
、
奇
数
章
で
の

〈
私
〉
の
記
憶
を
失
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
類
似
し
た
状
況
で
類
似
し
た

女
の
子
に
対
し
て
デ
ジ
ャ
ヴ
ュ
の
感
覚
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
、
〈
僕
〉
は
過
去
に
つ
い
て
二
つ
の
こ
と
し
か
思
い
出
せ
て

い
な
い
。
一
つ
は
昔
「
僕
の
住
ん
で
い
た
街
は
壁
に
囲
ま
れ
て
は
い
な
か

っ
た
」
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
昔
の
街
に
住
ん
で
い
る
全
て
の
人
が

「
影
を
ひ
き
ず
っ
て
歩
い
て
い
た
」（
九
二
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

奇
数
章
の
世
界
は
壁
も
な
い
し
、
み
な
が
影
を
ひ
き
ず
っ
て
歩
い
て
い
る

の
だ
か
ら
、
偶
数
章
で
〈
僕
〉
が
昔
「
住
ん
で
い
た
街
」
と
は
奇
数
章
の

世
界
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

以
上
、
偶
数
章
で
〈
私
〉
が
意
識
を
失
っ
た
後
、
自
己
の
意
識
の
世
界

に
移
り
、そ
れ
が
奇
数
章
で
描
か
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
れ
を
簡
略
化
す
れ
ば
、
〈
私
〉
は
〈
僕
〉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
村
上
春
樹
は
こ
の
「
時
間
的
連
続
性
」
を
あ
え
て
切
断
し
、
二
つ
の
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物
語
を
並
行
さ
せ
た
。
い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
必
要

と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
村
上
春
樹

が
そ
う
し
た
工
夫
に
よ
っ
て
、
読
者
を
発
見
の
道
に
導
く
た
め
だ
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
「
世
界
の
終
り
」
に
入
っ
た
〈
僕
〉
は
、
門
番
に
影

を
切
ら
れ
て
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
自
分
が
誰
な
の
か
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
二
つ
の
物
語
が
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ

と
で
、
傍
観
者
と
し
て
の
読
者
は
〈
僕
〉
と
同
じ
よ
う
に
何
も
知
ら
な
い

状
態
で
偶
数
章
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
僕
〉
の
昔
に
つ
い
て

何
も
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
〈
僕
〉
と
と
も
に
過
去
の
〈
僕
〉
に
つ
い
て

探
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

仮
に
、
二
つ
の
物
語
が
時
間
の
流
れ
ど
お
り
に
連
続
的
に
語
ら
れ
た
と

す
れ
ば
、
読
者
は
〈
僕
〉
の
過
去
に
つ
い
て
す
べ
て
知
っ
て
し
ま
い
、〈
僕
〉

と
と
も
に
過
去
の
〈
僕
〉
を
探
す
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
村
上
春

樹
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
え
て
並
列
す
る
二
つ
の
物
語
の
構
造
を

も
っ
て
読
者
を
発
見
の
道
に
導
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
村
上
春
樹
は
読
者
に
何
を
発
見
さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
そ
の
答
え
を
〈
心
〉
と
い
う
言
葉
に
縮
約
し
た
い
。

四
、〈
私
〉
の
〈
心
〉
と
〈
僕
〉
の
〈
心
〉

作
品
の
な
か
で
博
士
は
、〈
心
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
に
基
づ
い
て
行
動
し
て

お
る
で
す
。
誰
一
人
と
し
て
同
じ
人
間
は
お
ら
ん
。
な
ん
と
い
う
か
、

要
す
る
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
で
す
な
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
は
何
か
？
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
過
去
の
体
験
の
記
憶
の

集
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
思
考
シ
ス
テ
ム
の
独
自
性
の
こ
と
で

す
。
も
っ
と
簡
単
に
心
と
呼
ん
で
も
よ
ろ
し
い
。
人
そ
れ
ぞ
れ
同
じ

心
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
」（
中
略
）
／
「
正
確
に
は
象、

工
場
と
呼
ん
だ
方
が
近
い
か
も
し
れ
ん
。
そ
こ
で
は
無
数
の
記
憶
や

、
、

認
識
の
断
片
が
選
り
わ
け
ら
れ
、
選
り
わ
け
ら
れ
た
断
片
が
複
雑
に

チ
ッ
プ

組
み
あ
わ
さ
れ
て

線

を
作
り
、
そ
の
線
が
ま
た
複
雑
に
組
み
あ
わ

ラ
イ
ン

さ
れ
て
束
を
作
り
、
そ
の
バ
ン
ド
ル
が
シ
ス
テ
ム
を
作
り
あ
げ
て
お

る
か
ら
で
す
。
」（
三
七
三
～
三
七
四
頁
）

つ
ま
り
、
「
我
々
の
行
動
様
式
」（
三
七
四
頁
）
を
決
定
し
て
い
る
個
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
で
も
言
う
べ
き
記
憶
の
集
積
が
〈
心
〉
で
あ
り
、

一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
と
博
士
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
脳
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
中
央
演
算
処
理
装
置
（C

P
U

）
に
喩

え
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
動
作
さ
せ
る
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
と

な
る
よ
う
に
、
人
間
の
脳
が
働
く
際
に
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
と
な
る

。
(14)

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
品
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
〈
心
〉
に
な
る
の
で

あ
る
。
心
は
「
知
」（
知
性
、
知
力
）
、
「
情
」（
感
情
、
情
動
）
、
「
意
」（
意
図
、

意
志
決
定
を
す
る
働
き
）
、
「
記
憶
と
学
習
」（
覚
え
る
こ
と
）
、
「
意
識
」（
モ
ノ
や

コ
ト
に
注
意
を
向
け
る
働
き
と
自
分
は
私
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
自
己
意
識
を
合
わ

せ
た
も
の
）
の
五
つ
か
ら
成
る
と
い
う

。
し
か
し
、
本
論
で
取
り
扱
っ
て

(15)

い
る
〈
心
〉
は
脳
科
学
分
野
で
の
〈
心
〉
で
は
な
く
、
人
の
思
考
シ
ス
テ
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ム
・
行
動
原
則
の
代
名
詞
と
し
て
の
〈
心
〉
で
あ
る
。
人
間
は
感
覚
、
認

知
、
理
解
な
ど
を
通
し
て
外
部
か
ら
様
々
な
情
報
を
集
め
、
あ
る
い
は
脳

に
入
っ
た
情
報
が
無
意
識
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
、
脳
の
機
能
を
利
用
し
て

そ
れ
を
概
念
化
、
論
理
化
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
情
報
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
人
の
思
考
シ
ス
テ
ム
や
行
動
原
則
、
す
な
わ
ち
〈
心
〉
が
形
成
さ
れ
る

の
で
あ
る

。
(16)

さ
ら
に
、
本
文
か
ら
わ
か
る
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
〈
心
〉
は
永
遠
に

不
変
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
が
次
々
と
脳
に
入
っ

て
く
る
に
従
い
、
〈
心
〉
も
刻
一
刻
と
変
わ
っ
て
い
く
。
人
間
の
〈
心
〉

は
、
生
き
て
さ
え
い
れ
ば
常
に
変
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る

。
そ
の
よ
う

(17)

に
考
え
る
と
、
奇
数
章
の
〈
私
〉
の
〈
心
〉
と
偶
数
章
の
〈
僕
〉
の
〈
心
〉

の
関
係
か
ら
、
作
品
内
に
並
列
さ
れ
る
二
つ
の
物
語
は
同
じ
主
人
公
の

〈
心
〉
の
二
つ
の
発
展
段
階
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
よ
り
具
体
的
に

言
え
ば
、
奇
数
章
の
〈
私
〉
の
〈
心
〉
は
、
偶
数
章
の
世
界
が
〈
私
〉
に

よ
っ
て
作
り
変
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
偶
数
章
の

「
街
」
も
、
奇
数
章
の
〈
私
〉
の
〈
心
〉
を
具
体
化
、
映
像
化
し
た
と
も

い
え
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。

偶
数
章
の
「
街
」
の
特
徴
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
〈
心
〉
の
な
い
、
ル

ー
ル
で
す
べ
て
が
決
め
ら
れ
て
い
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
心
〉

の
形
成
は
外
部
環
境
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
外
部
環
境
、
つ
ま
り
〈
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ

ン
ド
〉
の
世
界
の
考
察
が
不
可
欠
と
な
る
。
〈
私
〉
の
位
置
す
る
現
実
世

界
で
は
、
科
学
発
展
の
た
め
（
博
士
は
自
分
の
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
、
「
組
織
」

と
手
を
組
ん
で
人
の
命
を
惜
し
ま
ず
人
体
実
験
を
行
う
）
、
あ
る
い
は
集
団
利
益
の

た
め
（
大
男
は
〈
私
〉
の
部
屋
を
襲
い
、〈
私
〉
の
臍
か
ら
七
セ
ン
チ
下
の
腹
の
部
分
を

ナ
イ
フ
で
切
っ
た
）
、
あ
る
い
は
国
家
利
益
の
た
め
（
老
軍
人
は
国
家
の
名
誉
の

た
め
勇
ま
し
く
戦
っ
て
い
た
が
、
そ
の
代
価
と
し
て
数
え
切
れ
な
い
命
を
奪
っ
た
）
に

動
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
世
界
で
は
、
人
を
殺
し
て
も
許
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、む
し
ろ
正
当
性
を
持
つ
行
為
だ
と
ま
で
思
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

人
は
集
団
理
性
意
志
（
社
会
的
モ
ラ
ル
、com

m
on

rational
w
ill

）
に
従
っ
て
行

動
し
、
自
分
な
り
の
判
断
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
持

つ
〈
心
〉
に
対
し
て
〈
私
〉
は
失
望
し
、
無
意
識
の
う
ち
に
意
識
の
世
界

の
な
か
に
「
街
」
を
作
る
。
そ
し
て
、
博
士
や
大
男
、
老
軍
人
た
ち
を
変

身
さ
せ
て
そ
の
「
街
」
に
住
ま
わ
せ
、
彼
ら
の
〈
心
〉
を
削
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
信
じ
る
集
団
理
性
意
志
を
〈
私
〉
自
身
の
意
識
の
中

で
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
〈
私
〉
は
も
っ
と
積
極
的
な
手
段
で
抵
抗
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
集
団
理
性
意
志
に
対
し
て
個
人
理
性
意
志

（
マ
ク
シ
ム
・
内
的
モ
ラ
ル
）
が
あ
ま
り
に
も
無
力
で
あ
る
た
め
、
集
団
理
性

意
志
を
変
え
よ
う
と
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
同
化
さ
れ
る
結
果
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
集
団
理
性
意
志
に
同
化
さ
れ
た
く
は
な
い
が
、

そ
れ
を
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
た
だ
消
極
的
な
姿
勢

を
も
っ
て
抵
抗
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

偶
数
章
の
「
街
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
壁
に
囲
ま
れ
た
世
界
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
壁
は
住
民
の
脱
出
を
防
止
す
る
対
策
で
は
な
く
、
外

部
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
〈
私
〉
の
位
置
す
る
外
部

世
界
で
は
情
報
過
剰
の
問
題
が
悪
化
す
る
一
方
で
、
「
壁
」
の
中
に
生
き

て
い
る
人
間
は
多
方
面
か
ら
提
供
さ
れ
る
様
々
な
〈
心
〉
と
容
易
に
接
触
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す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
自
分
の
〈
心
〉
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
難
し

い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
他
の
〈
心
〉
を
受
け
取
り
続
け
れ
ば
、「
現

実
は
一
見
し
て
う
ま
く
整
合
化
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
」
が
、
実
際
に
は

「
継
続
性
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
偽
造
的
な
継
続
性
に
無
期

限
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
」
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
を
救
え

る
ど
こ
ろ
か
、
「
悲
惨
き
わ
ま
り
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
」
に
な
る

恐
れ
が
あ
る

。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
私
〉
は
〈
心
〉
の
周
り
に
高
い
壁
を
造
り

(18)

あ
げ
、
外
か
ら
入
る
一
切
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
〈
心
〉
を
守
ろ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
り
〈
私
〉
は
幸
せ
な
人
生
を
迎
え
ら
れ

る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
〈
私
〉
は
時
々
「
海
底
の
岩
に
は

り
つ
い
た
な
ま
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
年
を
と
り
つ
づ
け
る
の

、
、
、

だ
」（
三
一
六
頁
）
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
街
」
と
い
う
閉
鎖
空
間
の
構
築
を
必
要
と
す
る
〈
私
〉
の
〈
心
〉

で
あ
る
と
す
る
と
、
偶
数
章
の
〈
僕
〉
の
〈
心
〉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
人
は
生
き
て
さ
え
い
れ
ば
〈
心
〉
が
再
生
成
で
き
る
。

外
部
か
ら
の
情
報
が
次
々
と
脳
に
入
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
〈
私
〉
の
新

し
い
〈
心
〉
、
つ
ま
り
〈
僕
〉
の
〈
心
〉
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て
き
て
、

新
し
い
思
考
シ
ス
テ
ム
と
行
動
原
則
が
で
き
あ
が
る
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
倫
理
環
境
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
と
〈
私
〉

の
生
き
て
き
た
現
実
世
界
と
の
差
別
化
が
で
き
な
い
。
偶
数
章
の｢

街
」

は
奇
数
章
に
な
か
っ
た
倫
理
環
境
を
整
え
、
作
品
全
体
を
倫
理
的
に
し
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
、
村
上
春
樹
の
文
学
を
文
学
倫
理
学
批
評
の
好
対
象

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

奇
数
章
の
現
実
世
界
と
は
異
な
り
、
偶
数
章
の
「
街
」
に
は
殺
人
も
暴

力
も
な
い
。
た
だ
あ
る
の
は
、
〈
僕
〉
の
愛
す
る
図
書
館
の
女
の
子
や
世

話
を
し
て
く
れ
る
老
人
、
優
し
い
自
然
環
境
だ
け
で
あ
る
。
新
し
い
倫
理

環
境
に
お
か
れ
た
〈
僕
〉
は
新
し
い
〈
心
〉
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の

新
し
く
で
き
た
「
心
」
の
影
響
で
「
自
分
の
心
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
」

（
五
四
〇
頁
）
と
意
識
す
る
。
作
品
の
最
終
章
で
は
、
〈
僕
〉
と
〈
影
〉
が

と
う
と
う
「
世
界
の
終
り
」
の
脱
出
口
で
あ
る
「
た
ま
り
」
に
た
ど
り
着

く
。
そ
の
と
き
、〈
僕
〉
に
は
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、「
影
」

と
一
緒
に
「
街
」
か
ら
脱
出
し
、
現
実
世
界
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
〈
僕
〉
は
愛
す
る
図
書
館
の
女
の
子
を
含
め
た
こ

の
世
界
の
す
べ
て
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
新
し
く
で
き
た
「
心
」
も
、
そ

れ
と
と
も
に
失
っ
て
し
ま
う
。
も
う
一
つ
は
、
脱
出
の
計
画
を
や
め
て

「
街
」
に
残
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
〈
影
〉
は
間
も
な

く
死
を
迎
え
、
〈
僕
〉
も
永
遠
に
〈
心
〉
を
失
う
。

実
は
、
二
者
択
一
を
前
に
し
て
〈
僕
〉
は
ど
ち
ら
も
選
び
た
く
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
を
、
文
学
倫
理
学
批
評
で
は
「
倫
理
的
ジ
レ
ン

マ
」（ethical

dilem
m
a

）
と
言
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
問
題
に
対
し
て
二
つ
の
選

択
肢
が
存
在
し
、
そ
の
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
何
ら
か
の
不
利
益
が
あ
り
、

態
度
を
決
め
か
ね
る
状
態
を
指
す
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
も
選
ば
な
い
場
合

も
不
利
益
が
あ
り
、
悲
劇
的
な
結
果
は
避
け
ら
れ
な
い

。
結
局
、
〈
僕
〉

(19)

は
ど
ち
ら
も
選
べ
ず
、
長
く
悩
ん
だ
末
に
新
し
く
で
き
た
〈
心
〉
を
持
っ

て
第
三
の
道
に
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
「
影
」
だ
け
を
脱
出
さ
せ
て
自
分

は
「
街
」
に
残
り
、
図
書
館
の
女
の
子
と
と
も
に
不
確
か
さ
に
満
ち
た
森

に
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
道
を
選
ん
だ
の
は
、
新
し
く
で
き
た

〈
心
〉
を
失
う
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
選
択
肢
を
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選
べ
ば
、
新
し
く
で
き
た
〈
僕
〉
の
〈
心
〉
は
失
わ
れ
、
第
二
の
選
択
肢

を
選
べ
ば
、
新
し
い
〈
心
〉
も
過
去
の
〈
心
〉
も
両
方
と
も
失
わ
れ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
、〈
僕
〉
は
結
局
「
森
」
を
選
ぶ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、〈
心
〉

を
守
り
、
〈
心
〉
の
「
時
間
的
連
続
性
」
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
図

書
館
の
女
の
子
を
愛
す
る
こ
と
（
彼
女
と
と
も
に
、
彼
女
の
失
っ
た
「
心
」
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
）
で
社
会
的
な
一
貫
性
を
も
実
現
し
、
最
終
的
に
完

全
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

五
、〈
心
〉
と
戦
後
日
本

大
澤
真
幸
は
、『
虚
構
の
時
代
の
果
て

―
オ
ウ
ム
と
世
界
最
終
戦
争
』

で
戦
後
日
本
を
一
九
四
五
～
一
九
七
〇
年
の
「
理
想
の
時
代
」
と
、
一
九

七
〇
～
九
九
五
年
の
「
虚
構
の
時
代
」
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。

「
理
想
の
時
代
」
か
ら
「
虚
構
の
時
代
」
へ
の
転
換
は
、
理
想
の
破
滅
に

よ
り
始
ま
っ
た
と
氏
は
言
う

。
(20)

で
は
、
「
理
想
の
時
代
」
の
理
想
は
、
な
ぜ
破
滅
へ
の
道
を
辿
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
が
〈
心
〉
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。

「
理
想
」
と
い
う
形
に
内
包
さ
れ
た
様
々
な
〈
心
〉
に
対
し
て
、
個
人
は

自
分
の
理
性
意
志
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
選
別
し
、
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と

な
く
欣
々
然
と
受
け
取
り
、
自
分
の
新
し
い
〈
心
〉
に
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、
個
人
理
性
意
志
が

集
団
理
性
意
志
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
倫
理
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
社
会
的
モ
ラ
ル
が
不
合
理
な
も

の
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
自
分
の
〈
心
〉
を
放
棄
し
た
人
間
は
、
自
分

を
モ
ラ
ル
に
閉
じ
込
め
る
た
め
、
そ
の
不
合
理
な
部
分
を
意
識
で
き
る
ど

こ
ろ
か
つ
い
に
そ
れ
に
従
い
、
不
合
理
な
行
為
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
全
共

闘
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
運
動
の
破
綻
（
一
九

七
二
年
赤
軍
連
合
事
件
で
終
焉
を
迎
え
た
）
は
、
そ
の
一
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
「
理
想
」
が
破
滅
さ
れ
た
た
め
、
人
々
は
完
璧
な
嘘
で
あ
る

「
虚
構
」
を
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
は
「
虚
構
の
時
代
」
に
入
っ
た
。

「
理
想
」
は
現
実
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ま
だ
現
実
の
延
長
線
に

あ
る
が
、｢

虚
構
」
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
非
現
実
で
、
そ
の
虚
構
性
は
完

全
な
閉
鎖
性
、
継
続
性
の
切
断
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

虚
構
の
世
界
に
入
っ
た
人
間
は
、
一
時
的
な
救
い
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
永
久
的
な
幸
福
と
は
縁
遠
く
な
り
、
む
し
ろ
よ
り
大
き
な
不
幸
に

陥
る
の
で
あ
る
。『
世
界
の
…
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
八
五
年
の
日
本
は
、

ま
さ
に
「
虚
構
の
時
代
」
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
環
境
で
生
き
る
村
上
春

樹
は
、
こ
の
作
品
を
通
し
て
世
間
に
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
自
分
の
〈
心
〉
を
諦
め
て
は
い
け
な

い
一
方
で
、
そ
れ
を
閉
ざ
し
て
も
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
自
分
の
〈
心
〉
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
け
ば
良
い
の
か
。
こ
の
問
い

に
つ
い
て
、村
上
春
樹
の
作
品
は
答
え
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
は
な
い
。

し
か
し
、
作
品
の
特
別
な
構
造
が
そ
れ
を
示
し
、
構
造
が
解
き
明
か
す

〈
心
〉
の
意
味
と
そ
の
重
要
性
を
通
し
て
、
読
者
を
自
分
な
り
の
考
え
方

が
で
き
る
よ
う
に
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
「
理
想
」
で
あ
れ
「
虚
構
」
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
他
人
か

ら
提
供
さ
れ
た
〈
心
〉
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
選
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別
し
た
う
え
で
自
分
の
も
の
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
〈
心
〉
を
常

に
修
正
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
文
学
研
究
が
作
品

か
ら
何
ら
か
の
倫
理
的
示
唆
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
だ
ろ

う
。
筆
者
は
そ
の
点
で
『
世
界
の
…
』
に
倫
理
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
自

分
な
り
に
表
現
し
て
み
た
。
無
論
、
自
分
の
〈
心
〉
の
不
断
の
修
正
は
、

必
ず
し
も
幸
せ
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
「
森
」
に
向
か
う
〈
僕
〉

が
幸
せ
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
未
知
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分

の
〈
心
〉
を
放
棄
し
た
り
、
他
人
か
ら
の
〈
心
〉
を
容
易
に
自
分
の
〈
心
〉

と
置
き
換
え
て
も
い
け
な
い
な
ら
ば
、
他
人
の
〈
心
〉
と
の
接
触
に
よ
っ

て
自
分
の
〈
心
〉
を
修
正
し
続
け
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
に
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
。
『
世

界
の
…
』
に
お
け
る
村
上
春
樹
の
懸
念
は
、
作
品
の
発
表
か
ら
十
年
後
に

日
本
で
現
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
お
そ
ら
く
、
今
日
の
日

本
社
会
に
と
っ
て
も
豊
か
な
倫
理
的
価
値
を
有
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

【
注
記
】

本
文
引
用
は
、『
村
上
春
樹
全
作
品

～

④
』（
講
談
社
、
一
九
九

1

1
9
7
9

1
9
8
9

〇
年
一
一
月
）
に
依
っ
た
。
な
お
、
初
出
は
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
六
月
）。

木
村
友
彦
は
「『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
》
論
」（『
村

2
上
春
樹
と
一
九
八
〇
年
代
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
川
本

三
郎
と
宮
脇
俊
文
の
観
点
を
ま
と
め
た
う
え
で
こ
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
た
（
三
一

八
頁
）
。
こ
の
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
、
川
本
三
郎
は
「
村
上
春
樹
の
パ
ラ
レ
ル
・
ワ

ー
ル
ド
」
（
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

』
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
七
月
）
に
お

02

い
て
、「
ま
っ
た
く
別
々
の
物
語
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
が
、
や
が
て
読
者
は
『
私
』

と
『
僕
』
は
、
実
体
と
意
識
、
現
実
と
夢
、
あ
る
い
は
生
と
死
の
パ
ラ
レ
ル
・
ワ
ー

ル
ド
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
く
る
」
（
四
〇
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
宮
脇

俊
文
は
『
村
上
春
樹
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
（
い
そ
っ
ぷ
社
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
に

お
い
て
、
「
こ
の
作
品
に
は
『
世
界
の
終
り
』
と
『
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ

ン
ド
』
と
題
さ
れ
た
二
つ
の
物
語
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
手
法
で

別
々
進
行
し
て
い
く
が
、
最
後
に
は
こ
の
二
つ
が
見
事
に
つ
な
が
っ
て
い
く
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

丸
谷
才
一
「
昭
和
六
十
年
度

谷
崎
潤
一
郎
賞
発
表

谷
崎
賞
選
後
評

―
『
世
界
の

3
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
村
上
春
樹
」
「
中
央
公
論
」
第
一
〇

〇
号
、
一
九
八
五
年
十
月
、
五
八
四
～
五
八
五
頁

前
掲
注

、
五
八
二
～
五
八
五
頁
。
こ
の
作
品
の
受
賞
に
つ
い
て
、
遠
藤
周
作
は
「
二

4

3

つ
の
並
行
し
た
物
語
の
作
品
人
物
（
た
と
え
ば
女
性
）
が
ま
っ
た
く
同
型
で
あ
っ
て
、

対
比
も
し
く
は
対
立
が
な
い
、
し
た
が
っ
て
二
つ
の
物
語
を
な
ぜ
並
行
さ
せ
た
の
か
、

私
に
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
吉
行
淳
之
介
は
「
交
互
に
置
か
れ
た
二
つ
の
話
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
『
私
』

と
『
僕
』
が
、
や
が
て
交
叉
し
は
じ
め
、
『
私
』
イ
コ
ー
ル
『
僕
』
と
分
り
、
二
つ
の

世
界
の
物
語
は
同
時
進
行
し
て
、
最
後
に
『
私
』
も
『
僕
』
も
消
え
て
し
ま
う
、
と

い
う
構
成
は
面
白
い
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
世
界
は
、
描
か
れ
て
い
る
文
体
は
違
う

が
味
わ
い
は
似
通
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
作
品
が
必
要
以
上
の
長
さ
に
感
じ
ら

れ
た
。
こ
の
作
品
の
受
賞
に
、
私
は
や
や
消
極
的
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
江
健
三
郎
は
「
こ
こ
で
ふ
た
つ
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
、
僕
な
ら
ば

片
方
は
現
実
臭
の
強
い
も
の
と
し
て
、
両
者
の
ち
が
い
を
く
っ
き
り
さ
せ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
村
上
氏
は
、
パ
ス
テ
ル
・
カ
ラ
ー
で
描
い
た
二
枚
の
セ
ル
ロ
イ
ド
の
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絵
を
か
さ
ね
る
よ
う
に
し
て
、
微
妙
な
気
分
を
か
も
し
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
し
、
若

い
読
者
た
ち
は
そ
の
色
あ
い
翳
り
を
明
瞭
に
見
て
と
っ
て
も
い
る
は
ず
で
す
」
と
述

べ
て
い
る
。

村
上
春
樹
「
自
作
を
語
る

―
は
じ
め
て
の
書
き
下
ろ
し
小
説
」
『
村
上
春
樹
全
作

5
品

～

④
』
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
、

頁

1
9
7
9

1
9
8
9

Ⅺ

聶
珍
釗
『
文
学
倫
理
学
批
評
導
論
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
○
一
四
年
三
月
、
一
三
頁

6

R
ichard

A
.
P
osner(1998).

A
gainst

E
thical

C
riticism

:
P
art
T
w
o
Philosophy

and

7L
iterature

pp.403

聶
珍
釗
「
文
学
倫
理
学
批
評
：
文
学
の
基
本
的
機
能
と
核
心
的
価
値
」
「
外
国
文
学

8
研
究
」
二
〇
〇
四
年
八
月
、
八
～
一
三
頁

今
井
清
人
「
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

―
〈
ね

9
じ
れ
〉
の
組
織
化
」
『
村
上
春
樹

―
Ｏ
Ｆ
Ｆ
の
感
覚
』
国
研
出
版
、
一
九
九
〇
年
十

月
、
二
〇
三
～
二
二
九
頁

山
根
由
美
恵
「
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

10
論
：
〈
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
〉
の
世
界
」
「
日
本
文
学
」
第
五
十
号
、
二
〇
〇
一
年
九
月
、
四

〇
～
四
九
頁

肖
珊
「
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
論
」

11
「
山
口
国
文
」
第
二
十
七
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
五
七
～
六
七
頁

詳
細
は
、
鑪
幹
八
郎
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
』
（
ナ
カ
シ
ニ

12

ヤ
出
版
、
二
○
○
二
年
三
月
）
二
五
六
～
二
六
〇
頁
を
参
照
。

聶
珍
釗
「
文
学
倫
理
学
批
評
：
口
承
文
学
と
脳
テ
キ
ス
ト
」（
「
外
国
文
学
研
究
」
二

13
〇
一
三
年
一
二
月
、
八
～
一
五
頁
）
、
二
〇
一
七
年
三
月
一
八
日
に
武
漢
に
て
開
催
さ

れ
た
「
文
学
倫
理
学
批
評
学
会
フ
ォ
ー
ラ
ム

―
脳
テ
キ
ス
ト
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
及

び
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
に
韓
国
高
麗
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
「
文
学
倫
理
学
批
評

と
世
界
文
学
学
会
二
〇
一
七
年
大
会
」
で
の
聶
珍
釗
氏
に
よ
る
基
調
講
演
の
内
容
を

参
照
し
た
。

詳
細
は
、
松
本
元
『
脳
・
心
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
』
丸
善
、
一
九
九
六
年
三
月
を
参
照
。

14

前
掲
注

15

12

前
掲
注

16

12

村
上
春
樹
『
村
上
春
樹
雑
文
集
』
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
二
五
頁

17

前
掲
注

、
二
六
二
～
二
六
三
頁

18

6

大
澤
真
幸
『
虚
構
の
時
代
の
果
て

―
オ
ウ
ム
と
世
界
最
終
戦
争
』
ち
く
ま
新
書
、

19
一
九
九
六
年
六
月
、
三
九
～
四
〇
頁

※
本
稿
に
お
け
る
英
語
・
中
国
語
文
献
の
引
用
は
、す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。

（
中
国
華
中
師
範
大
学
文
学
院
博
士
課
程
三
年
・
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学

府
特
別
研
究
生
、
中
国
曲
阜
師
範
大
学
翻
訳
学
院
教
師
）


