
　
　
　
　

ふ
た
り
の
村
上　
目
次



本
書
に
収
録
し
た
著
作
は
、
単
行
本
未
収
録
の
作
品
は
初
出
誌
を
、

そ
の
他
は
初
刊
本
を
底
本
と
し
、
ほ
か
の
刊
本
も
参
考
に
し
ま
し
た
。

初
出
な
ど
の
情
報
は
、「
解
説
」
の
中
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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イ
メ
ー
ジ
の
行
方

　

現
在
、
作
家
た
ち
が
拵
え
も
の
の
物
語
を
避
け
た
り
、
あ
る
い
は
物
語
を
つ
く
り
つ
け
る
の
が
何
と
な

く
白
じ
ら
し
い
と
感
じ
た
り
、
さ
ら
に
構
え
た
物
語
に
虚
偽
の
意
識
し
か
も
た
な
い
と
す
れ
ば
、
文
学
は

物
語
か
ら
見
は
な
さ
れ
る
ば
か
り
だ
。
そ
こ
で
脱
出
口
を
か
ん
が
え
て
み
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
日
録
み
た
い
に
精
密
に
〈
事
実
〉
に
限
定
さ
れ
た
記
述
を
介
し
て
、
文
学
を
恢
復
す
る
こ

と
だ
。
言
葉
が
精
密
に
、
正
確
に
〈
事
実
〉
の
縁
を
縫
い
と
っ
て
ゆ
く
と
き
、
明
晰
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
と
治
癒
行
為
に
似
た
感
じ
に
な
る
。
言
葉
で
書
か
れ
た
身
体
の
輪
郭
み
た
い
な
も
の
が
、
正
確
に
浮
き

彫
り
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
物
語
の
障
害
か
ら
恢
復
す
る
手
だ
て
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
。
物
語
を
つ
く
る
姿

勢
に
は
い
る
と
す
ぐ
に
、
作
家
た
ち
を
お
と
ず
れ
る
あ
の
障
害
意
識
か
ら
の
恢
復
が
。

　

だ
が
作
家
た
ち
は
、
金
輪
際
じ
ぶ
ん
を
病
者
に
擬
し
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
か
り
に
じ
ぶ
ん
を
健
全

な
常
識
人
と
お
も
っ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
だ
。
だ
が
、
と
わ
た
し
た
ち
は
か
ん
が
え
る
。
作
家
が
じ

ぶ
ん
を
病
ん
で
い
な
い
と
思
い
こ
む
の
は
、
言
葉
の
記
述
が
も
つ
一
種
の
中
和
性
、
あ
る
い
は
間
接
性
が



10

症
状
を
緩
和
し
て
く
れ
る
と
、
錯
覚
す
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
わ
た
し
た
ち
が
、
作
家
た
ち
は
病
ん
で

い
る
と
い
う
と
き
、
病
む
と
い
う
概
念
を
主
観
や
自
我
の
願
望
で
は
左
右
で
き
な
い
不
可
避
な
も
の
と
見

做
し
た
い
の
だ
。
時
代
が
は
り
め
ぐ
ら
し
た
天
幕
は
、
歪
ん
だ
り
、
破
け
た
り
、
風
に
吹
き
と
ば
さ
れ
た

り
し
て
い
る
。
ま
た
言
葉
の
機
能
は
外
的
な
事
情
か
ら
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ま
で
痛
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
作
家
た
ち
は
必
然
的
に
病
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
病
い
と
い
う
機
械
に
乗
せ
ら
れ
て
運
搬
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。

　

だ
が
〈
事
実
〉
の
精
密
な
記
述
で
恢
復
さ
れ
る
類
い
の
病
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
晰
に
な
っ
て
ゆ
く
自

己
意
識
の
形
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
は
問
題
で
な
い
。
ま
っ
た
く
そ
の
逆
な
形
を
無
意
識
に
た
ど
っ

て
詩
的
散
文
に
近
づ
い
て
い
る
ば
あ
い
に
わ
た
し
の
関
心
は
惹
き
よ
せ
ら
れ
る
。

　

作
家
た
ち
の
物
語
へ
の
怖
れ
は
、
そ
れ
を
病
い
と
認
め
な
い
主
観
に
は
、
作
品
を
ど
こ
ま
で
も
詩
に
近

づ
け
る
作
用
を
起
さ
せ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
潜
在
的
な
病
い
、
病
者
自
身
が
病
い
と
認
め
な
い
病
い

が
進
行
す
る
矢
印
の
方
向
は
、
ひ
と
ま
ず
詩
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
詩
へ
の
怖
れ
あ
る
い
は
嫌
悪
が

作
家
を
捉
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
を
指
し
示
し
て
い
る
。
作
品
の
方
向
が
詩
を
指
す
、
そ
し
て
詩
の
方
向
が
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
化
を

目
指
し
て
い
る
の
は
、
物
語
へ
の
怖
れ
、
物
語
か
ら
の
退
避
、
物
語
の
解
体
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
の

で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
喚
び
起
さ
れ
た
主
題
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
は
〈
意
味
〉
を
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作
品
か
ら
奪
っ
て
ゆ
き
な
が
ら
、
し
か
も
じ
ぶ
ん
に
読
者
の
視
線
を
あ
つ
め
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
イ

メ
ー
ジ
と
い
う
距
離
は
、
そ
れ
自
体
が
作
者
に
は
快
楽
だ
。
そ
の
距
離
か
ら
言
葉
に
触
れ
、
言
葉
が
対
象

に
触
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
作
品
は
物
語
な
し
に
や
っ
て
い
け
る
。
ま
た
逆
に
、
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
と
い
う

距
離
か
ら
対
象
に
触
れ
る
快
楽
に
狎
れ
る
と
、
物
語
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
場
所
で
作
品
を

し
つ
ら
え
る
よ
う
作
家
に
強
い
て
い
る
〈
現
在
〉
と
い
う
盲
目
の
巨
人
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
人
物
な

の
か
。

コ
イ
ト
・
タ
キ
オ
、
コ
イ
ト
・
タ
キ
オ
、
と
呼
ば
わ
っ
て
い
る
。
コ
イ
ト
・
タ
キ
オ
オ
！　

女
の
声

だ
。
マ
イ
ク
を
通
し
た
女
の
声
は
、
あ
ち
こ
ち
の
ビ
ル
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
わ
ん
わ
ん
と
谺
し
た
あ

げ
く
に
こ
の
古
ぼ
け
た
平
屋
に
迷
い
込
み
、
狭
い
庭
に
足
場
を
得
た
よ
う
に
そ
こ
か
ら
空
に
ぱ
あ
っ
と

拡
が
っ
て
行
く
。
籠
を
逃
げ
出
し
て
ば
た
ば
た
騒
い
で
い
る
小
鳥
の
群
の
よ
う
だ
。
空
が
一
瞬
、
コ
イ

ト
・
タ
キ
オ
で
一
杯
に
な
る
。
台
所
か
ら
空
は
見
え
な
い
が
、
カ
行
と
タ
行
の
硬
い
音
が
一
斉
に
放
た

れ
て
、
蒼
い
夕
空
に
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

 

（
木
崎
さ
と
子
「
裸
足
」〈
文
學
界
〉
一
九
八
〇
年
一
二
月
号
）　

　

ヒ
ュ
ウ
ッ
と
い
う
音
が
空
に
ひ
び
い
た
。
高
い
サ
イ
レ
ン
が
幾
つ
か
一
緒
に
短
く
鳴
っ
た
よ
う
な
音
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村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

　

こ
の
作
品
は
、
同
棲
し
て
い
た
妻
と
別
れ
て
、
気
軽
な
独
身
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
い
る

三
十
五
、六
歳
く
ら
い
の
壮
年
の
「
私
」（
あ
る
い
は
「
僕
」）
の
「
愛
」
と
「
冒
険
」
と
「
死
」
の
物
語

だ
と
い
え
ば
よ
い
。
こ
の
主
人
公
の
「
愛
」
と
は
、
女
の
子
と
「
寝
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
軽
く
幾
分
か

も
の
哀
し
く
、
情
緒
と
し
て
は
明
る
い
さ
ら
っ
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
在
に
い
つ
で
も
成
立
つ

よ
う
な
、
そ
ん
な
「
愛
」
を
二
人
の
女
の
子
と
交
換
す
る
こ
と
だ
。
作
品
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
生
彩
が
あ

る
の
は
こ
の
部
分
、
と
く
に
手
ば
や
く
「
私
」（
ま
た
は
「
僕
」）
が
料
理
を
つ
く
っ
て
、
女
の
子
を
も
て

な
す
部
分
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
こ
の
主
人
公
の
「
冒
険
」
は
ふ
た
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ひ

と
つ
は
、
じ
ぶ
ん
の
職
業
で
あ
る
「
計
算
士
」
と
し
て
、『
組
織
』
に
所
属
し
な
が
ら
、
対
立
し
て
い
る

「
記
号
士
」
の
組
織
や
、
東
京
の
地
下
の
暗
闇
に
巣
喰
っ
て
い
る
「
や
み
く
ろ
」
と
い
う
生
き
物
に
妨
害

を
う
け
な
が
ら
、
か
れ
ら
に
秘
密
を
盗
ま
れ
た
ら
世
界
が
破
滅
し
て
し
ま
う
「
音
抜
き
」
の
発
明
を
や
っ

た
老
博
士
を
守
り
、
老
博
士
の
た
め
に
「
計
算
士
」
と
し
て
の
頭
脳
を
提
供
し
、
老
博
士
の
発
明
を
「
記
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号
士
」
の
勢
力
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
都
市
の
地
下
へ
潜
っ
て
ゆ
く
「
冒
険
」
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ

の
主
人
公
の
「
冒
険
」
は
、
老
博
士
に
頭
脳
を
提
供
し
、
意
識
の
表
層
を
削
っ
て
中
心
の
核
だ
け
を
残
す

方
式
を
獲
得
し
た
た
め
に
、
意
識
の
核
に
「
街
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の

「
街
」
の
な
か
で
じ
ぶ
ん
の
「
影
」
と
き
り
離
さ
れ
て
、
街
の
図
書
館
に
か
よ
っ
て
、
動
物
の
頭
骨
か
ら
、

「
古
い
夢
」
を
読
む
こ
と
を
日
課
の
よ
う
に
繰
返
し
な
が
ら
、
そ
の
街
の
地
図
を
作
り
あ
げ
て
脱
出
口
が

ど
こ
に
あ
る
か
を
探
し
あ
て
、「
影
」
と
一
緒
に
そ
の
「
街
」
を
脱
出
し
よ
う
と
す
る
「
冒
険
」
で
あ
る
。

ふ
た
つ
の
「
冒
険
」
も
最
後
に
や
っ
て
く
る
「
死
」
も
、
じ
つ
は
助
け
守
ろ
う
と
し
て
い
る
老
博
士
が
、

「
私
」（
ま
た
は
「
僕
」）
の
脳
を
、
研
究
の
た
め
作
り
変
え
た
こ
と
か
ら
起
っ
た
運
命
だ
と
わ
か
る
。
そ

し
て
こ
の
運
命
は
、
生
き
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
欲
を
も
た
な
い
白
け
た
主
人
公
の
蒙
る
被
害
感
を
暗
喩

し
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
「
街
」
の
住
人
は
み
な
じ
ぶ
ん
の
「
影
」
と
分
離
さ
れ
て
い
て
、
じ
ぶ
ん

も
「
影
」
も
生
き
て
い
る
あ
い
だ
は
、「
夢
読
み
」
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
影
」
が
死
ん
で

し
ま
う
と
街
な
か
に
住
め
る
が
「
心
」
を
失
っ
て
し
ま
う
。「
心
」
を
す
っ
か
り
失
え
な
か
っ
た
も
の
は
、

森
の
な
か
だ
け
に
住
ん
で
そ
こ
を
出
ら
れ
な
い
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
「
街
」
は
、
不
安
も
苦
悩
も
不
自
由

も
死
も
な
い
か
わ
り
に
、
と
り
た
て
て
歓
喜
も
至
福
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
そ
の
意
味
で
は
死
後

の
安
楽
の
世
界
の
よ
う
な
も
の
で
、
作
者
の
着
想
で
は
時
間
を
拡
大
し
て
得
ら
れ
る
不
死
の
世
界
で
は
な

く
、
時
間
を
分
解
し
て
得
ら
れ
る
不
死
の
世
界
を
暗
喩
し
て
い
る
。
意
識
の
核
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
ど
こ
ま
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で
も
時
間
を
砕
い
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
街
」
の
な
か
に
住
み
つ
く
こ
と
は
永
遠
化
さ
れ
る
。

い
わ
ば
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
が
意
識
の
な
か
に
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
「
街
」
で
あ
り
、
こ
の
な
か

に
入
り
こ
め
る
か
ぎ
り
、
肉
体
は
死
ん
で
も
、
永
久
に
不
死
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
世
界
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
あ
る
種
の
独
身
者
が
身
ぎ
れ
い
で
、
い
わ
ば
独
身
者
の
む
さ
さ

0

0

0

を
何
年
た
っ

て
も
見
せ
ず
、
ま
た
料
理
好
き
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
小
綺
麗
で
シ
ャ
レ
た
料
理
を
手
ば
や
く
作
っ
て
、
そ

れ
を
肴
に
洋
も
の
の
ビ
ー
ル
や
果
実
酒
を
飲
ん
で
生
活
を
愉
し
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
べ
れ

ば
、
と
て
も
よ
く
似
た
姿
が
浮
ん
で
く
る
。
倦
怠
と
意
欲
が
同
一
で
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
の
な
い
生
活
の
微

細
な
影
を
、
お
っ
く
う
が
ら
ず
に
丁
寧
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
触
れ
な
が
ら
、
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
、
快

楽
の
通
路
で
あ
る
よ
う
な
、
消
極
的
だ
が
感
じ
の
こ
も
っ
た
現
在
ふ
う
の
壮
年
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
。

　

こ
の
主
人
公
は
「
僕
」
と
し
て
は
、「
世
界
の
終
り
」
と
も
「
不
死
の
世
界
」
と
も
い
え
る
意
識
の
核

に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
「
街
」
の
な
か
で
「
夢
読
み
」
に
た
ず
さ
わ
り
な
が
ら
生
活
す
る
。「
街
」
の
門
番

と
会
話
す
る
こ
と
、
影
と
出
会
っ
て
脱
出
の
た
め
の
地
図
を
作
り
、
打
合
せ
を
す
る
こ
と
、
老
大
佐
と

チ
ェ
ス
を
し
て
遊
び
、
と
り
と
め
の
な
い
会
話
を
愉
し
む
こ
と
、
日
課
と
な
っ
た
図
書
館
で
「
夢
読
み
」

の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
女
の
子
と
楽
し
む
こ
と
、
こ
れ
が｢
僕｣

の
日
常
で
あ
り
、
ま
た
「
街
」
の

外
と
内
を
ゆ
き
き
す
る
獣
た
ち
の
姿
と
、「
街
」
の
川
や
森
や
塔
や
季
節
の
移
り
ゆ
き
を
感
受
し
な
が
ら
、
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龍
『
愛
と
幻
想
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』

　

こ
の
作
品
の
性
格
を
ひ
と
こ
と
で
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
と
、
ふ
ん
だ
ん
に
毒
を
含
ん
だ
ハ
ー
ド
ボ
イ

ル
ド
風
の
劇
画
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
毒
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
る
。
ひ
と
つ
は
主
人

公
で
あ
る
ハ
ン
タ
ー
上
り
の
ト
ウ
ジ
の
も
っ
て
い
る
理
念
が
毒
だ
。
ト
ウ
ジ
は
狩
猟
社
会
が
人
間
の
理
想

社
会
で
、
強
い
獣
と
獣
を
追
っ
て
仕
留
め
る
頑
強
な
狩
猟
人
だ
け
が
生
き
残
り
、
人
間
を
含
め
て
弱
い
動

物
、
愚
か
な
動
物
、
強
く
て
も
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
動
物
は
、
す
ぐ
に
自
然
の
な
か
で
殺
さ
れ
る
か
、
衰
弱

死
す
る
運
命
に
な
る
。
だ
か
ら
強
く
て
美
し
い
動
物
と
狩
猟
人
だ
け
が
生
き
ら
れ
る
社
会
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
農
耕
社
会
に
は
い
っ
て
弱
者
も
病
人
も
奴
隷
に
な
っ
て
食
料
を
栽
培
し
、
育
て
、
生
き
延
び
る
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
、
弱
者
や
病
人
は
徒
党
を
組
み
、
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
か
ら
も
う
一
度
狩
猟
社
会
の
理
想
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
、
弱
者
や
不
適
応
者
を
絶
滅
し
な
く
て
は
い

け
な
い
。
こ
れ
が
主
人
公
ト
ウ
ジ
の
毒
々
し
い
理
念
だ
。
こ
の
主
人
公
の
理
念
が
も
つ
毒
は
、
単
純
、
明

快
、
幼
稚
に
う
ま
く
設
定
さ
れ
て
い
て
、
い
か
に
も
劇
画
風
に
物
語
を
進
行
さ
せ
る
。
も
う
ひ
と
つ
毒
が
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あ
る
。
主
人
公
ト
ウ
ジ
と
相
手
役
「
ゼ
ロ
」
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
「
狩
猟
社
」
と
い
う
政
治
的
な

結
社
の
性
格
だ
。
こ
の
結
社
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
に
不
都
合
な
人
物
や
集
団
が
あ
る
と
、
ハ
ン
タ
ー
が
動
物

を
う
ち
殺
す
よ
う
に
た
め
ら
う
こ
と
な
く
暗
殺
し
た
り
、
薬
物
を
使
っ
て
廃
人
に
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ

ん
お
な
じ
結
社
の
仲
間
で
も
衰
え
た
り
、
異
和
感
を
示
し
た
り
、
脱
落
し
そ
う
に
見
え
る
と
平
気
で
抹
殺

し
て
ゆ
く
。
こ
れ
も
作
品
を
毒
あ
る
劇
画
に
し
て
い
る
要
素
だ
。

　

こ
の
ふ
た
つ
の
毒
は
、
作
品
の
物
語
が
展
開
す
る
キ
イ
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
キ
イ
を
節
目
の
と
こ
ろ

で
行
使
し
な
い
と
、
物
語
が
さ
き
に
進
め
な
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
を
劇
画
風
に
面
白
く
し
て

い
る
の
は
こ
の
キ
イ
だ
し
、
ま
た
作
品
を
主
人
公
ト
ウ
ジ
と
ま
わ
り
を
と
り
ま
く
結
社
が
、
こ
の
毒
を
ふ

り
ま
き
な
が
ら
、
し
だ
い
に
雪
だ
る
ま
み
た
い
に
膨
ら
ん
で
ゆ
く
単
純
な
物
語
に
し
て
い
る
の
も
、
こ
の

キ
イ
の
せ
い
だ
と
い
え
る
。

　

平
凡
な
無
名
の
人
た
ち
が
、
正
義
や
解
放
の
理
念
を
看
板
に
か
か
げ
な
が
ら
、
支
配
者
が
陰
で
や
っ
て

い
る
監
視
と
圧
殺
と
差
別
と
不
正
に
我
慢
で
き
な
く
な
り
、
し
だ
い
に
結
束
を
か
た
め
て
、
強
制
支
配
す

る
政
府
を
追
い
つ
め
て
、
も
う
す
こ
し
で
解
体
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
き
な
が
ら
、
武
力
で
押
し
つ
ぶ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
い
う
物
語
を
近
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
連
帯
の
運
動
と
そ
の
構
想
の
な
か
で
じ
っ
さ
い

に
見
て
き
た
。

　

村
上
龍
も
そ
う
い
う
物
語
を
紙
の
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
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い
う
鬱
屈
の
モ
チ
ー
フ
を
面
白
い
物
語
に
す
る
に
は
、
主
人
公
た
ち
や
そ
の
結
社
に
単
純
、
明
快
、
幼
稚

で
、
誰
に
も
わ
か
り
や
す
い
毒
の
あ
る
理
念
と
、
容
易
に
人
間
を
抹
殺
で
き
る
暗
殺
や
テ
ロ
の
暗
闇
を
つ

け
加
え
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
や
り
易
い
。
そ
の
た
め
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
こ
し
ら
え
た
幼
稚
な
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
規
定
を
使
い
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
や
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
成
長
物
語
を
、
借
り
て
き
た
。
作
者
は

通
念
に
の
り
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
の
た
め
作
品
の
物
語
の
キ
イ
を
幼
稚
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

半
分
は
わ
ざ
と
そ
う
や
っ
て
諷
刺
を
利
か
せ
て
い
る
つ
も
り
だ
。
村
上
龍
が
ス
タ
ー
リ
ン
が
こ
し
ら
え
た

幼
稚
な
悪
玉
仕
立
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
な
ど
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
、
ほ
ん
と
う
の
実
感
と
意
志
と
や
む
を

え
な
い
支
配
に
た
い
す
る
反
抗
か
ら
、
無
名
の
ひ
と
た
ち
が
手
を
た
ず
さ
え
て
、
し
だ
い
に
連
帯
を
ひ
ろ

げ
、
つ
い
に
知
識
の
つ
く
っ
た
迷
信
か
ら
だ
れ
も
が
正
義
だ
と
思
い
込
ん
で
、
ど
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
を

や
っ
て
も
許
容
し
て
き
た
思
想
管
理
シ
ス
テ
ム
を
追
い
つ
め
て
膨
ら
ま
せ
て
ゆ
く
物
語
を
、
丁
寧
に
、
暗

殺
や
薬
殺
や
弱
者
抹
殺
な
ど
の
毒
を
借
り
ず
に
構
築
で
き
た
ら
、
劇
画
的
な
面
白
さ
は
減
少
し
た
だ
ろ
う

が
、
作
品
と
し
て
は
も
っ
と
優
れ
た
も
の
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
惜
し
い
こ
と
だ
が
、
作
者
は

作
者
に
固
有
な
残
酷
趣
味
や
鬱
屈
や
思
い
込
み
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
わ
た
し
は
た
だ
無
い
も
の
ね
だ
り

を
し
て
い
る
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
あ
と
、
よ
く
こ
こ
ま
で
や
っ
た
な
と
感
じ
る
と
こ
ろ
を
す
こ
し
挙
げ
て
み
る
。

　

主
人
公
の
ハ
ン
タ
ー
、
ト
ウ
ジ
と
相
棒
の
「
ゼ
ロ
」
を
中
心
に
つ
く
ら
れ
た
結
社
「
狩
猟
社
」
が
、
最
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編
集
後
記
に
か
え
て 

小
川
哲
生　

　

本
書
は
、
吉
本
隆
明
氏
が
書
き
た
め
て
き
た
、
村
上
春
樹
・
村
上
龍
論
の
す
べ
て
を
収
録
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

最
初
に
村
上
龍
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
、『
作
品
』
一
九
八
一
年
一
月
号
に
「
イ
メ
ー
ジ
の
行
方
」

と
し
て
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
『
空
虚
と
し
て
の
主
題
』
と
し
て
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
本
書
は

こ
の
作
品
か
ら
は
じ
ま
り
、『
群
像
』
一
九
九
七
年
六
月
号
の
「
村
上
春
樹
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』

を
読
む　

ど
ち
ら
側
で
も
な
い
」（『
思
想
の
原
像
』
に
収
録
）
に
い
た
る
二
〇
の
作
品
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。

　

吉
本
氏
五
十
七
歳
か
ら
七
十
三
歳
に
か
け
て
十
六
年
間
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

平
均
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
一
年
間
に
一
作
強
の
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
「
ふ
た
り
の
村
上
」
と
い
う
現
役
作
家

に
長
い
期
間
、
注
目
し
言
及
し
て
き
た
の
は
、〈
現
在
〉
を
象
徴
す
る
に
足
る
作
家
で
あ
る
と
感
じ
た
と

同
時
に
、
た
と
え
ば
江
藤
淳
が
両
村
上
を
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
切
っ
て
捨
て
た
の
と
違
い
、
彼
ら
が
当

時
の
文
学
状
況
に
、
あ
る
新
し
さ
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
を
評
価
し
な
い
の
で
は
、
な
ん
の
文
芸

批
評
家
か
と
の
覚
悟
か
ら
論
じ
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
そ
の
両
村
上
の
新
し
さ
は
、
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そ
れ
以
前
の
大
江
健
三
郎
や
中
上
健
次
ら
の
世
代
の
文
学
と
は
画
然
と
そ
の
世
界
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
八
〇
年
代
の
文
学
の
転
換
点
に
両
村
上
を
置
く
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
ふ
た
り
は
そ
の
象
徴
的
存

在
で
あ
る
。
初
期
の
作
品
か
ら
ず
う
ー
っ
と
注
目
し
論
じ
続
け
た
こ
と
の
意
味
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。

　

本
書
の
編
集
に
お
い
て
は
、
目
次
は
発
表
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
か
は
、
一
挙
に
書

き
下
ろ
し
の
形
で
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
お
の
ず
と
時
間
の
流
れ
が
作
品
に
影
響
を
与
え
る
は
ず

で
、
そ
の
流
れ
が
わ
か
る
か
た
ち
で
編
む
こ
と
が
最
良
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
書
収
録
の
論
考
は
吉
本
氏
が
生
前
に
刊
行
し
た
単
行
本
に
二
篇
を
除
い
て
収
録
済
み
の
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
す
べ
て
読
む
に
は
、
お
よ
そ
一
〇
冊
ほ
ど
の
本
を
手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
二
〇
の
作
品
す
べ
て
を
読
み
と
お
す
に
は
『
全
集
』
の
完
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
情

の
な
か
で
、
一
冊
に
丸
ご
と
収
録
す
る
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
知
在
住
の
松
岡
祥
男
氏
は
独
力
で
『
吉
本
隆
明
資
料
集
』
を
出
し
続
け
て
き
た
人
で
あ

る
が
、
そ
の
資
料
集
は
二
〇
一
九
年
四
月
現
在
、
184
号
に
及
ん
で
い
る
。
松
岡
氏
が
そ
の
活
動
の
な
か
で
、

吉
本
氏
が
書
き
続
け
て
き
た
ふ
た
り
の
村
上
に
関
す
る
論
考
を
探
し
だ
し
読
み
込
む
な
か
で
リ
ス
ト
を
作

成
し
、
わ
た
し
に
提
供
し
て
く
れ
た
。

　

こ
の
リ
ス
ト
を
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ
て
は
な
ら
ず
ぜ
ひ
と
も
公
刊
す
べ
き
と
思
わ
れ
た
。
し
か
も

一
〇
冊
の
単
行
本
を
読
む
こ
と
で
し
か
触
れ
え
な
い
吉
本
「
村
上
春
樹
・
村
上
龍
論
」
が
、
一
冊
の
本
と
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解
説 

松
岡
祥
男　

　

大
和
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
吉
本
隆
明
全
集
撰
』（
全
七
巻
・
別
巻
一
）
は
未
完
結
に
終
わ
っ
て
い
る
。

未
刊
の
第
二
巻
「
文
学
」
に
は
書
き
下
ろ
し
の
「
村
上
龍
・
村
上
春
樹
論
」
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。
刊
行

の
中
断
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
吉
本
隆
明
は
〈
ふ
た
り
の
村
上
〉
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
を
発
表
順
に
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
【
原
題 

→
（
初
出
誌
・
紙
）
→ 
収
録
本
［
＊
は
収
録
対
象
］】 

※
①
～
⑳
は
本
書
の
収
録
順
と
同
じ
。

①
文
芸
時
評　

イ
メ
ー
ジ
の
行
方
（『
作
品
』
一
九
八
一
年
一
月
号
）
→
『
空
虚
と
し
て
の
主
題
』
福
武
文

庫
［
＊｢

イ
メ
ー
ジ
の
行
方｣

全
篇
］

②
豊
饒
か
つ
凶
暴
な
イ
メ
ー
ジ
の
純
粋
理
念
小
説
―
―
村
上
龍
『
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
ズ
』

（『
海
』
一
九
八
一
年
二
月
号
）
→
『
吉
本
隆
明
全
集
』
第
一
八
巻　

晶
文
社

③
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論　

解
体
論
（『
海
燕
』
一
九
八
二
年
九
月
号
）
→
『
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論
』
講
談
社

文
芸
文
庫
［
＊｢

解
体
論｣

全
篇
］

④
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』

一
九
八
五
年
九
月
号
）
→
『
言
葉
の
沃
野
へ　

書
評
集
成
・
上　

日
本
篇
』
中
公
文
庫
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⑤
⑥
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論　

像
と
し
て
の
文
学
（『
海
燕
』
一
九
八
五
年
一
一
月
号
、
一
二
月
号
）
→
『
ハ

イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
Ⅰ
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
［
＊｢

像
と
し
て
の
文
学｣

一
の
1
・
2
、
二
の
1
］

⑦
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論　

走
行
論
（『
海
燕
』
一
九
八
六
年
一
一
月
号
）
→
『
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
Ⅰ
』
ち

く
ま
学
芸
文
庫
［
＊
「
走
行
論
」
一
の
1
・
2
・
3
］

⑧
新
・
書
物
の
解
体
学　

村
上
龍
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ
・
マ
ラ
ソ
ン
』（『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』

一
九
八
七
年
一
月
号
）
→
『
言
葉
の
沃
野
へ　

書
評
集
成
・
上　

日
本
篇
』
中
公
文
庫

⑨
新
・
書
物
の
解
体
学　

村
上
龍
『
愛
と
幻
想
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』（『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』
一
九
八
七
年
一
一

月
号
）
→
『
言
葉
の
沃
野
へ　

書
評
集
成
・
上　

日
本
篇
』
中
公
文
庫

⑩
新
・
書
物
の
解
体
学　

村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』（『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』
一
九
八
七
年
一
二
月

号
）
→
『
言
葉
の
沃
野
へ　

書
評
集
成
・
上　

日
本
篇
』
中
公
文
庫

⑪
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
の
魅
力
（『
新
潮
』
一
九
八
九
年
二
月
号
）
→
『
言
葉
の
沃
野
へ　

書

評
集
成
・
上　

日
本
篇
』
中
公
文
庫

⑫
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論　

瞬
間
論
（『
海
燕
』
一
九
八
九
年
六
月
号
）
→
『
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
Ⅲ
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
［
＊｢

瞬
間
論｣

全
篇
］

⑬
イ
メ
ー
ジ
論
1 

9 

9 

2　

現
在
へ
の
追
憶　
〈
村
上
春
樹
『
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
』〉（『
新
潮　

臨
時
増
刊　

最
新
日
本
語
読
本
』
一
九
九
二
年
四
月
）
→
『
現
在
は
ど
こ
に
あ
る
か
』
新
潮
社
［
＊｢

現
在
へ
の
追　
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沢賢治』『心的現象論』『「反原発」異論』などがあり、『夏目漱石を読む』で小林
秀雄賞、『吉本隆明全詩集』で藤村記念歴程賞、永年の宮沢賢治研究の業績によ
り宮沢賢治賞を受賞。現在、『吉本隆明全集』（全 38 巻・別巻 1）『吉本隆明質疑
応答集』（全 7 巻）が継続刊行中。

ふたりの村上――村上春樹・村上龍論集成
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