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村
上
春
樹
と
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー
の
「
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
孤
児
た
ち 

─
「
個
」
を
生
き
る
た
め
の
記
憶
と
想
像
力
─

内
山
加
奈
枝

を
結
び
、
彼
ら
の
文
学
に
通
底
す
る
類
似
性
を
「
自
己
意
識
の
病
」、
あ
る
い
は
、「
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
」
と
し
て
表
現
す
る（
４
）。
だ
が
、
両
者
の
近
し
さ
を
具
体
的
に
例
示
す
る

研
究
、
と
り
わ
け
自
己
意
識
の
闇
を
乗
り
越
え
て
い
く
両
文
学
の
肯
定
的
な
側
面
を

示
す
研
究
は
ま
だ
少
な
い
。

村
上
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
作
品
に
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
か
ら
の
影
響
を
は
じ

め
、
多
く
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
、
カ
フ
カ
の
『
城
』

や
『
審
判
』
の
Ｋ
の
よ
う
に
、
自
己
の
分
身
と
も
い
え
る
他
者
を
追
い
求
め
る
が
、

自
己
に
も
他
者
に
も
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
偶
発
的
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
る
人
物

像
は
、
主
体
の
概
念
を
問
い
た
だ
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
村
上
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
文
学
を
貫
く
の
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で

は
な
い
。
両
作
家
は
、
受
動
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
他
者
に
責
任
を

負
う
主
体
の
あ
り
方
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

村
上
の
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』（
二
〇
〇
二
）
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』

（M
oon Palace, 1989

）
で
は
、
肉
親
と
の
関
係
を
断
た
れ
た
二
人
の
若
者
が
、
偶

然
性
が
過
剰
に
誇
張
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
己
の
身
体
以
外
は
何
も
持
た
ぬ
ま
ま

は
じ
め
に
：
孤
児
た
ち
が
生
き
の
び
る
道

村
上
春
樹
（1949

－
）
は
近
年
、
世
界
で
最
も
よ
く
読
ま
れ
る
日
本
人
作
家
と
し

て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
越
境
的
な
文
学
性
は
、
村
上
が
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
ア
メ
リ

カ
小
説
を
翻
訳
し
て
き
た
経
験
か
ら
培
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
政
治
経
済
、
文
化
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
、
村
上
春

樹
を
ア
メ
リ
カ
文
学
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
文
学
と
の
関
連
か
ら
捉
え
る
研
究
が

増
え
て
い
る（
１
）。

三
浦
雅
士
は
、
村
上
と
、
村
上
の
翻
訳
上
の
盟
友
、
柴
田
元
幸
が
、
ア
メ
リ
カ
文

学
の
あ
る
側
面（
２
）を
介
し
共
鳴
し
あ
う
こ
と
を
示
唆
し
、
さ
ら
に
、
柴
田
が
長
年
翻
訳

を
手
掛
け
て
き
た
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー 

（Paul A
uster, 1947-

） 

と
村
上
の
文
学

性
を
緩
や
か
に
結
び
つ
け
る
。
実
際
、
村
上
は
オ
ー
ス
タ
ー
を
高
く
評
価
し
て
お

り
、
柴
田
と
の
共
同
企
画
で
は
、
オ
ー
ス
タ
ー
の
短
編
小
説
を
翻
訳
し
た
こ
と
も
あ

る（
３
）。

三
浦
は
、
村
上
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
共
通
の
理
解
者
で
あ
る
柴
田
を
間
に
両
作
家
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自
分
の
姉
で
あ
る
と
想
像
し
、
高
松
で
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
私
設
図
書
館
の
館

長
佐
伯
さ
ん
が
自
分
の
母
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
。
そ
し
て
、
夢
の
中
で
サ

ク
ラ
と
交
わ
り
、
佐
伯
さ
ん
と
は
実
際
に
性
交
に
至
る
。
カ
フ
カ
は
、
象
徴
的
な
形

に
せ
よ
父
の
呪
い
を
実
行
す
る
こ
と
で
そ
の
呪
い
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
だ

が
、
実
行
し
て
も
、
自
分
の
中
の
不
安
や
憎
し
み
を
癒
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
フ

カ
は
、
繰
り
返
し
、
父
の
呪
い
が
自
分
の
「
身
体
の
中
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
セ
ッ

ト
」（
下
一
三
八
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

そ
こ
に
は
僕
が
父
親
と
母
親
か
ら
─
と
は
い
え
母
の
顔
は
ま
っ
た
く
覚
え

て
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
─
遺
伝
と
し
て
引
き
継
い
だ
顔
が
あ
る
。
ど
れ
だ
け

そ
こ
に
浮
か
ぶ
表
情
を
殺
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
だ
け
目
の
光
を
薄
め
た
と

こ
ろ
で
、
ど
れ
だ
け
の
筋
力
を
身
体
に
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
顔
の
様
子
を
か

え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
れ
だ
け
強
く
望
ん
で
も
、
父
親
か
ら
受

け
継
い
だ
と
し
か
思
え
な
い
二
本
の
濃
い
長
い
眉
と
、
そ
の
あ
い
だ
に
寄
っ

た
深
い
し
わ
を
ひ
き
む
し
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
よ
う
と

思
え
ば
父
親
を
殺
す
こ
と
は
で
き
る
〈
省
略
〉。
母
親
を
記
憶
か
ら
抹
殺
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
で
も
僕
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
遺
伝
子
を
追
い
払
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
を
追
い
払
い
た
け
れ
ば
、
僕
自
身
を
僕
の
中
か
ら

追
放
す
る
し
か
な
い
。

　

そ
し
て
そ
こ
に
は
予
言
が
あ
る
。
そ
れ
は
装
置
と
し
て
僕
の
中
に
埋
め
こ

ま
れ
て
い
る
。（
上
二
二
－
二
三
）

父
の
呪
い
か
ら
の
逃
れ
難
さ
は
、
子
が
親
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
受
動

性
ゆ
え
に
強
調
さ
れ
る
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
は
、
カ
フ
カ
と
同
じ
よ
う
に
、
避
け
よ
う
の
な
い
暴
力
を

「
生
き
の
び
て
い
く
道（
５
）」（
上
一
一
）
を
模
索
し
て
い
く
。『
海
辺
』
の
カ
フ
カ
少
年

と
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
の
マ
ー
コ
・
ス
タ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ッ
グ
が
、
自
己
選
択
が

ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
な
い
世
界
に
お
い
て
、
他
者
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
こ
と
が
可
能

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
主
体
で
あ
る
の
か
。
両
作
品
は
、
若
者
が
能
動

的
選
択
の
末
、
自
律
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
近
代
的
成
長
物
語
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
他
者
か
ら
の
遺
産
を
「
理
解
し
え
な
い
ま
ま

に
」
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
生
き
の
び
る
道
が
開
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

田
村
カ
フ
カ
と
マ
ー
コ
が
共
に
本
を
読
み
、
絵
を
眺
め
る
人
で
あ
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。
カ
フ
カ
は
、「
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
」（
上
一
九
）
本
を
読
み
、
マ
ー
コ
は
、

伯
父
か
ら
贈
ら
れ
た
七
六
箱
の
段
ボ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
本
を
残
ら
ず
読
破
す
る
。

彼
ら
は
ま
ず
第
一
に
、
文
学
や
絵
画
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
人
た
ち
な
の

だ
。本

論
文
で
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
み
、
絵
を
眺
め
る
こ
と
の
う
ち
に
、
村
上
と

オ
ー
ス
タ
ー
の
孤
児
た
ち
が
他
者
の
他
性
を
損
ね
る
こ
と
な
く
他
者
に
近
づ
く
道
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
い
。
彼
ら
が
生
き
の
び
る
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト

を
解
釈
す
る
力
─
記
憶
と
想
像
力
が
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
村
上
と

オ
ー
ス
タ
ー
の
小
説
は
、
様
々
に
解
釈
し
う
る
謎
を
多
く
含
む
こ
と
で
知
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
倫
理
的
要
請
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

一　
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
記
憶
と
想
像
力

幼
い
こ
ろ
に
母
に
捨
て
ら
れ
た
田
村
カ
フ
カ
は
、
い
つ
か
「
父
を
殺
し
、
母
と
姉

0

0

0

0

0

0

0

と
交
わ
る

0

0

0

0

」（
上
四
二
七
）
こ
と
に
な
る
と
い
う
父
の
呪
い
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
十

五
歳
の
誕
生
日
に
中
野
区
の
実
家
を
出
て
、
目
的
も
な
い
ま
ま
四
国
に
向
か
う
。
カ

フ
カ
は
、
東
京
か
ら
高
松
行
の
バ
ス
に
偶
然
乗
り
あ
わ
せ
た
サ
ク
ラ
と
い
う
女
性
を
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な
る
。

中
田
少
年
を
除
く
全
員
が
二
時
間
ほ
ど
で
目
覚
め
た
の
に
対
し
、
中
田
少
年
だ
け

は
数
週
間
も
眠
り
続
け
、
目
覚
め
た
と
き
に
は
過
去
の
記
憶
と
識
字
能
力
を
失
っ
て

い
る
。
親
か
ら
内
向
的
な
暴
力
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
中
田
少
年
は
、

家
庭
外
で
も
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
異
界
の
中
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
現
実
世
界
に
戻
っ
て
き
た
時
に
は
個
を
形
成
す
る
う
え
で

も
っ
と
も
大
切
な
要
素
と
思
わ
れ
る
記
憶
を
喪
失
し
、
残
り
の
人
生
を
孤
立
し
て
生

き
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
日
米
両
軍
が
毒
ガ
ス
な
ど
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
集
団
昏
睡
の
原
因
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
中
田
少
年
の
昏
睡
を
引
き
起
こ
し

た
原
因
を
岡
持
先
生
の
暴
力
に
見
出
す
こ
と
は
可
能
だ
が
、
な
ぜ
暴
力
を
直
接
受
け

て
い
な
い
他
の
生
徒
ま
で
昏
睡
状
態
に
陥
る
の
だ
ろ
う
か
。
柴
田
勝
二
は
、
岡
持
先

生
は
中
田
少
年
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
性
欲
を
否
認
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

岡
持
先
生
は
、「「
夫
婦
愛
」
を
「
国
家
愛
」
に
優
先
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
戦

時
下
の
価
値
観
の
具
現
化（
７
）」

で
あ
り
、
た
と
え
夢
の
中
で
も
性
欲
を
満
た
し
た
こ
と

は
、
国
民
を
教
育
す
る
模
範
的
立
場
に
あ
る
教
員
に
許
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
岡
持

先
生
の
暴
力
は
、
み
な
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反

映
し
て
お
り
、
集
団
昏
睡
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
全
体
主
義
に
な
じ
ん
だ
子
供
た
ち
の

同
質
性
を
示
す
。

「
入
り
口
の
石
」
を
開
け
て
異
界
に
入
る
二
人
目
の
人
物
佐
伯
さ
ん
も
ま
た
、
愛

す
る
人
を
一
九
六
〇
年
代
の
学
生
運
動
に
よ
り
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
は
、
少
女

時
代
に
愛
し
た
幼
馴
染
、
甲
村
少
年
と
の
満
ち
足
り
た
生
活
─
彼
女
が
「
楽
園
」（
下

三
六
〇
）
と
呼
ぶ
世
界
を
守
る
た
め
、「
時
の
流
れ
の
な
い
と
こ
ろ
」（
下
四
四
）
に

行
く
こ
と
を
願
う
。
そ
の
こ
ろ
「
入
り
口
の
石
」
に
巡
り
あ
っ
た
佐
伯
さ
ん
は
、
十

五
歳
の
ま
ま
歳
を
と
る
こ
と
の
な
い
自
分
の
半
身
を
異
界
の
中
に
置
い
て
き
て
し
ま

身
に
受
け
た
二
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
佐
伯
さ
ん
は
、
暴
力
に
対
す
る
自
衛
の
た

め
、
ナ
カ
タ
さ
ん
は
、
暴
力
を
受
け
た
結
果
と
し
て
、
共
に
異
界
入
り
し
た
経
験
を

持
つ
。
彼
ら
は
、
過
去
の
自
分
を
異
界
に
置
い
て
き
て
し
ま
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、

過
去
か
ら
未
来
へ
と
続
く
時
間
の
流
れ
を
喪
失
し
た
人
た
ち
だ
と
言
え
る
。
カ
フ
カ

少
年
が
生
き
の
び
る
た
め
に
は
、
佐
伯
さ
ん
と
ナ
カ
タ
さ
ん
が
喪
失
し
た
時
の
流
れ

を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
は
、
奇
数
章
で
カ
フ
カ
少
年
の
旅
を
、
偶
数
章
で
は
ナ
カ
タ

さ
ん
と
い
う
老
人
の
旅
を
描
く
。
二
人
と
も
中
野
区
野
方
か
ら
出
発
し
高
松
の
甲
村

記
念
図
書
館
で
佐
伯
さ
ん
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
、
カ
フ
カ
と
ナ
カ
タ
さ
ん
が
直

接
対
面
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
ま
た
、
ナ
カ
タ
さ
ん
の
殺
し
た
ジ
ョ
ニ
ー
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
と
名
乗
る
男
が
父
田
村
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
小
説
内
で

明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ナ
カ
タ
さ
ん
は
会
っ
た
こ
と
も
な
い
少
年

の
代
わ
り
に
殺
人
を
引
き
受
け
た
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
設
定
は

い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
し
た
設
定

を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
こ
の
小
説
の
核
と
な
る
。
事
実
、『
海
辺
の
カ
フ

カ
』
の
非
現
実
的
な
世
界
感
を
受
け
入
れ
、
癒
し
や
感
動
を
得
る
読
者
も
多
い（
６
）。

ナ
カ
タ
さ
ん
は
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
二
十
一
世
紀
初
頭
に
お
い
て
六
十
歳
を
過

ぎ
た
老
人
で
あ
る
が
、
一
九
四
四
年
当
時
、
疎
開
先
の
山
梨
で
異
界
の
中
に
入
り
込

ん
で
し
ま
う
。
中
田
少
年
が
山
梨
で
通
う
国
民
学
校
の
教
師
岡
持
節
子
は
、
十
六
人

の
子
供
た
ち
を
連
れ
て
山
の
中
に
山
菜
を
採
り
に
行
く
。
前
の
晩
に
、
出
征
し
て
い

る
夫
と
の
激
し
い
性
交
渉
の
夢
を
見
た
岡
持
先
生
は
、
山
中
に
お
い
て
生
理
が
始

ま
っ
て
し
ま
い
、
手
ぬ
ぐ
い
で
応
急
処
置
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
森
の
茂
み
に
捨
て

ら
れ
た
手
ぬ
ぐ
い
を
中
田
少
年
が
拾
い
、
先
生
の
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
き
て
し
ま

う
。
激
し
く
動
揺
し
た
先
生
は
、
思
わ
ず
中
田
少
年
の
頬
を
思
い
き
り
叩
い
て
し
ま

い
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
先
生
が
引
率
し
て
き
た
生
徒
全
員
が
倒
れ
意
識
不
明
と



104

眠
る
と
か
げ
を
月
が
照
ら
し

空
か
ら
小
さ
な
魚
が
降
り

窓
の
外
に
は
心
を
か
た
め
た

兵
士
た
ち
が
い
る
。

海
辺
の
椅
子
に
カ
フ
カ
は
座
り

世
界
を
動
か
す
振
り
子
を
想
う
。

心
の
輪
が
閉
じ
る
と
き

ど
こ
に
も
行
け
な
い
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の

影
が
ナ
イ
フ
と
な
っ
て

あ
な
た
の
夢
を
貫
く
。

溺
れ
た
少
女
の
指
は

入
り
口
の
石
を
探
し
求
め
る
。

蒼
い
衣
の
裾
を
あ
げ
て

海
辺
の
カ
フ
カ
を
見
る
。（
傍
線
は
著
者
、
上
四
八
〇
－
八
一
）

カ
フ
カ
は
、
そ
の
歌
詞
が
三
十
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
、
不
思
議
と
自
分
の
置
か

れ
て
い
る
現
状
と
重
な
り
あ
う
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
第
一
に
、「
カ
フ
カ
」
と
い

う
自
分
と
同
じ
名
前
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
は
、
カ
フ
カ
少
年

と
同
じ
く
近
親
相
姦
の
呪
い
を
か
け
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
を
連

想
さ
せ
る
。「
影
が
ナ
イ
フ
と
な
っ
て
あ
な
た
の
夢
を
貫
く
」
と
い
う
歌
詞
も
ま
た
、

刺
殺
さ
れ
た
父
田
村
を
想
起
さ
せ
る
。

カ
フ
カ
少
年
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
詞
に
は
、
ナ
カ
タ
さ
ん
を
暗
示
す
る
言

葉
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
読
者
は
気
づ
く
。「
文
字
を
な
く
し
た
言
葉
」
と
は
、

う
。
け
れ
ど
も
、
現
実
世
界
に
戻
っ
た
佐
伯
さ
ん
は
時
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
東
京
に
い
た
彼
女
の
恋
人
は
学
生
運
動
に
巻
き
こ
ま
れ
、
顔
さ
え
も
確
認

さ
れ
る
こ
と
な
く
単
な
る
人
違
い
に
よ
り
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

ナ
カ
タ
さ
ん
も
佐
伯
さ
ん
も
、
個
人
の
「
顔
」
が
抹
消
さ
れ
た
歴
史
的
暴
力
に
巻

き
込
ま
れ
る
が
、
彼
ら
と
時
間
と
の
関
係
は
、
実
に
対
照
的
で
あ
る
。
佐
伯
さ
ん
が
、

過
去
の
思
い
出
だ
け
を
糧
に
今
を
生
き
る
の
に
対
し
、
ナ
カ
タ
さ
ん
は
、
過
去
の
記

憶
を
喪
失
し
た
こ
と
で
、
動
物
的
に
現
実
に
対
応
す
る
ほ
か
な
い
。「
停
ま
っ
た
時

間
の
中
で
生
き
て
き
た
」（
上
三
四
二
）
佐
伯
さ
ん
と
「
現
在
の
こ
と
し
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
」（
下
三
五
五
）
ナ
カ
タ
さ
ん
が
甲
村
図
書
館
を
起
点
と
し
て
出
会
い
、

互
い
を
認
め
あ
う
時
、
異
界
に
残
し
て
き
た
半
身
を
取
り
戻
し
、
死
を
迎
え
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
は
、
過
去
と
現
在
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
二
人
の
人
物
か

ら
、
時
の
流
れ
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
託
さ
れ
る
の
だ
。

カ
フ
カ
少
年
、
佐
伯
さ
ん
、
ナ
カ
タ
さ
ん
三
人
の
接
点
は
、
佐
伯
さ
ん
が
十
九
歳

の
時
に
作
っ
た
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
い
う
曲
に
予
言
さ
れ
る
。
佐
伯
さ
ん
は
、
甲

村
少
年
が
東
京
の
大
学
に
行
く
と
き
に
彼
女
に
贈
っ
て
く
れ
た
絵
─
海
辺
に
佇
む
彼

自
身
が
描
か
れ
た
絵
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
の
曲
の
作
詞
作
曲
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
詞
に
は
、
異
界
に
巡
り
あ
っ
た
十
五
歳
の
佐
伯
さ
ん
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
同
時
に
、
当
時
の
佐
伯
さ
ん
が
知
り
え
な
い
カ
フ
カ
や
ナ
カ
タ
さ
ん
の
未
来
が

描
か
れ
て
い
る
。

あ
な
た
が
世
界
の
縁
に
い
る
と
き

私
は
死
ん
だ
火
口
に
い
て

ド
ア
の
か
げ
に
立
っ
て
い
る
の
は

文
字
を
な
く
し
た
言
葉
。
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メ
タ
フ
ァ
ー
の
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
大
島
さ
ん
は
、
よ
い
メ
タ

フ
ァ
ー
は
、
作
者
が
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
作
者
の
無

意
識
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
意
図
し
て
い
る
よ
う
だ
。
カ
フ
カ
の
い
う
「
夢
の
─
空

間
」
は
、
佐
伯
さ
ん
が
そ
の
歌
詞
を
「
入
り
口
の
石
」
を
媒
体
と
す
る
別
世
界
で
見

つ
け
た
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
文
学
そ
の
も
の
も
ま
た
異
界
で
あ
る
。
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
テ
ク
ス
ト
理
論
に
従
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
は
、
読
者
だ
け
で
な
く
作
者

自
身
か
ら
も
隔
て
ら
れ
た
時
空
間
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
で
す
ら
、

そ
の
根
源
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
佐
伯
さ
ん
の
意
識
を
超
え
で
た
予
言
と
も

い
え
る
詞
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
性
質
を
暗
示
し
て
い
る
。
読
者
は
、
作
者
さ

え
も
根
源
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
到
来
し
た
他
性
を
自
身
の
経
験
（
記
憶
）
と

想
像
力
を
頼
り
に
解
釈
す
る
し
か
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
、
作
者
に
も
読
者
に
も
起
源

を
持
た
な
い
他
性
が
時
空
間
を
超
え
て
集
う
場
─
つ
ま
り
、
異
界
で
あ
る
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
出
現
す
る
「
入
り
口
の
石
」
の
よ
う
な
異
界
は
非
現
実
的

に
思
え
る
も
の
の
、
村
上
に
と
っ
て
異
界
は
常
に
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
文
学
は
現
実
世
界
と
常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
文
学

は
作
者
や
読
者
に
と
っ
て
異
界
の
入
り
口
と
な
る
か
ら
だ（
８
）。「

入
り
口
の
石
」
に
象

徴
さ
れ
る
異
界
は
、
カ
フ
カ
少
年
が
小
説
の
後
半
に
実
際
に
足
を
踏
み
入
れ
る
別
次

元
の
世
界
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
で
、
カ
フ
カ
は
す
で
に
文
学

テ
ク
ス
ト
と
い
う
異
界
に
通
じ
る
場
所
─
図
書
館（
９
）で
過
ご
す
。

カ
フ
カ
少
年
が
佐
伯
さ
ん
に
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、「
よ
く
本
を
読
む
」（
下
四
五
）

こ
と
は
重
要
だ
。
彼
は
、
甲
村
図
書
館
で
『
千
夜
一
夜
物
語
』、
漱
石
全
集
な
ど
を

次
々
と
読
み
、
多
く
の
文
学
作
品
を
題
材
に
、
司
書
の
大
島
さ
ん
と
議
論
を
繰
り
返

す
。
カ
フ
カ
が
自
分
を
捨
て
た
母
を
許
す
た
め
に
は
、
母
の
代
理
で
あ
る
佐
伯
さ
ん

の
心
を
想
像
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
想
像
力
は
ま
さ
に
読
書
を
通

し
て
育
ま
れ
る
。

識
字
能
力
の
な
い
ナ
カ
タ
さ
ん
を
暗
示
し
、「
空
か
ら
小
さ
な
魚
が
降
り
」
は
、
空

か
ら
生
き
物
を
降
ら
せ
る
と
い
う
ナ
カ
タ
さ
ん
の
奇
妙
な
能
力
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、「
兵
士
た
ち
」
は
、
カ
フ
カ
が
異
界
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
、

大
戦
中
に
高
知
の
山
中
で
脱
走
し
た
二
人
の
訓
練
兵
を
思
わ
せ
る
。

カ
フ
カ
は
象
徴
性
の
高
い
こ
の
詩
の
意
味
を
、
作
詞
し
た
当
時
十
九
歳
だ
っ
た
佐

伯
さ
ん
が
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
図
書
館
の
司
書
大
島
さ
ん
と
議
論
す
る
。

　
「
佐
伯
さ
ん
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
言
葉
が
な
に
を
意
味
す
る
か
わ
か
っ
て

い
た
と
思
う
？
」

　

大
島
さ
ん
は
顔
を
あ
げ
て
遠
い
雷
鳴
に
耳
を
澄
ま
せ
、
距
離
を
測
り
、
そ

れ
か
ら
僕
の
顔
を
見
る
。
そ
し
て
首
を
振
る
。

　
「
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
象
徴
性
と
意
味
性
と
は
べ
つ
の
も
の
だ
か
ら

ね
。
彼
女
は
お
そ
ら
く
意
味
や
論
理
と
い
っ
た
冗
長
な
手
続
き
を
パ
ス
し

て
、
そ
こ
に
あ
る
べ
き
正
し
い
言
葉
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
。

宙
を
飛
ん
で
い
る
蝶
々
の
羽
を
や
さ
し
く
つ
ま
ん
で
捕
ま
え
る
み
た
い
に
、

夢
の
中
で
言
葉
を
と
ら
え
る
ん
だ
。
芸
術
家
と
は
、
冗
長
性
を
回
避
す
る
資

格
を
持
つ
人
々
の
こ
と
だ
」

　
「
つ
ま
り
佐
伯
さ
ん
は
、
そ
の
歌
詞
の
言
葉
を
ど
こ
か
べ
つ
の
─
た
と
え

ば
夢
の
─
空
間
で
見
つ
け
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
？
」

　
「
優
れ
た
詩
と
い
う
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
ね
。

も
し
そ
こ
に
あ
る
言
葉
が
、
読
者
と
の
あ
い
だ
に
預
言
的
な
ト
ン
ネ
ル
を
見

つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
詩
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
」（
傍
線
は
著
者
、
下
三
二
）

大
島
さ
ん
と
カ
フ
カ
少
年
に
よ
る
議
論
は
、
芸
術
論
、
あ
る
い
は
文
学
論
で
あ
り
、
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間
に
自
分
の
衣
服
に
つ
い
て
い
た
大
量
の
血
痕
に
思
い
を
は
せ
る
。
高
松
に
い
な
が

ら
、
東
京
の
父
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
─
そ
れ
は
、
物
理
的
に
は
あ
り
得
な
い

こ
と
で
あ
る
が
、
カ
フ
カ
は
そ
れ
を
自
ら
の
責
任
と
し
て
引
き
受
け
る
。

想
像
力
が
責
任
を
伴
う
可
能
性
は
、
図
書
館
を
訪
ね
て
き
た
二
人
組
の
女
性
と
大

島
さ
ん
と
の
論
争
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
る
。
女
性
の
立
場
か
ら
日
本
全
国
の
文

化
公
共
施
設
の
公
平
性
を
調
査
し
て
い
る
と
い
う
二
人
は
、
甲
村
図
書
館
に
女
性
専

用
の
洗
面
所
が
な
い
こ
と
や
図
書
の
分
類
が
男
女
別
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
非
難
す

る
。
彼
女
た
ち
は
「
洗
面
所
の
問
題
や
閲
覧
カ
ー
ド
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
細
部
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
細
部
の
な
い
と
こ
ろ
に
全
体
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
上
三
七
七
）

と
い
う
が
、
細
部
、
あ
る
い
は
個
別
性
に
無
自
覚
な
の
は
む
し
ろ
彼
女
た
ち
で
あ
る
。

「
た
と
え
私
立
の
施
設
と
は
い
え
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
解
放
さ
れ
た
図
書
館
で

あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
洗
面
所
は
男
女
別
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」

「
原
則
と
し
て

0

0

0

0

0

」
と
大
島
さ
ん
は
確
認
す
る
よ
う
に
相
手
の
言
葉
を
繰
り
返

す
。（
上
三
七
〇
）

大
島
さ
ん
を
「
典
型
的
な
差
別
主
体
と
し
て
の
男
性
的
男
性
」（
上
三
七
六
）
と

攻
撃
す
る
女
性
た
ち
に
対
し
、
大
島
さ
ん
は
自
分
の
見
た
目
は
男
性
で
あ
り
な
が

ら
、
体
は
女
性
で
あ
り
、
性
的
に
は
男
性
が
好
き
で
あ
る
と
返
答
す
る
。「
原
則
」

の
範
疇
か
ら
外
れ
た
大
島
さ
ん
の
「
個
別
性
」
の
前
に
、
カ
フ
カ
を
含
む
残
り
の
三

人
に
言
葉
は
な
い
。
大
島
さ
ん
は
、「
想
像
力
を
欠
い
た
人
々
」（
上
三
八
四
）
に
差

別
さ
れ
て
き
た
体
験
を
「
痛
み
と
い
う
の
は
個
別
的
な
も
の
で
、
そ
の
あ
と
に
は
個

別
的
な
傷
口
が
残
る
」（
上
三
八
四
）
と
カ
フ
カ
に
伝
え
る
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
は
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
は
な

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
は
実
に
多
く
の
古
典
文
学
や
音
楽
作
品
が
登
場
し
、
先
行

テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
が
随
所
に
目
立
つ
。
こ
の
小
説
自
体
が
、
複
数
の
異
な
る
時

空
間
か
ら
到
来
す
る
他
性
が
混
交
す
る
場
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
は
起
源
が
な
い
こ

と
を
誇
張
し
て
い
る
。
文
学
を
読
む
こ
と
は
根
源
が
不
明
の
他
性
と
の
出
会
い
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
読
む
行
為
は
、
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
現
実
の
他

者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
隣
接
す
る
の
で
は
な
い
か
。
大
島
さ
ん
が
「
僕
ら
は
メ
タ

フ
ァ
ー
と
い
う
装
置
を
と
お
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
受
け
入
れ
る
」（
上
四
二
二
）
と

言
う
時
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
人
は
虚
構
の
文
学
を
通
し
て
現
実
を
受
け
入
れ

る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

た
と
え
ば
、
カ
フ
カ
は
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
生
霊
の
心
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
こ
と
で
、
異
界
か
ら
現
実
世
界
に
夜
ご
と
や
っ
て
く
る
少
女
の
佐
伯
さ
ん
の

心
を
想
像
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
読
書
経
験
は
、
カ
フ
カ
の
現
実
的
な
問
題
に

深
く
結
び
つ
く
。
カ
フ
カ
は
、
大
島
さ
ん
の
蔵
書
の
中
か
ら
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ

マ
ン
の
裁
判
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を
選
び
読
ん
で
み
る
。「
短
期
間
に
ど
れ
だ
け

ロ
ー
コ
ス
ト
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
処
理
で
き
る
か

0

0

0

0

0

0

」（
上
二
七
六
）
を
計
算
し
た
ア
イ
ヒ

マ
ン
は
、
命
令
さ
れ
た
こ
と
を
遂
行
し
た
だ
け
と
い
う
趣
で
罪
悪
感
も
な
い
。
カ
フ

カ
は
、
本
に
残
さ
れ
た
大
島
さ
ん
の
メ
モ
を
読
む
。

　
「
す
べ
て
は
想
像
力
の
問
題
な
の
だ
。
僕
ら
の
責
任
は
想
像
力
の
中
か
ら

始
ま
る
。
イ
ェ
ー
ツ
が
書
い
て
い
る
。In dream

s begin the 
responsibilities 

─
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
。
逆
に
言
え
ば
、
想
像
力
の
な
い

と
こ
ろ
に
責
任
は
生
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
」（
上
二
七
七
－
七
八
）

こ
の
本
を
読
ん
だ
直
後
、
カ
フ
カ
は
高
松
の
神
社
で
記
憶
を
失
っ
て
い
た
空
白
の
時
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佐
伯
さ
ん
は
な
ぜ
、
自
分
の
過
去
を
記
し
た
手
記
は
残
さ
ず
に
、
絵
の
ほ
う
を
カ

フ
カ
に
託
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
他
者
の
記
憶
を
保
持
す
る
の
に
絵
の
ほ
う
が

言
葉
よ
り
優
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
他
者
の
意
味
を
固
定
せ
ず
に
更
新
す
べ
き

こ
と
の
わ
か
り
や
す
い
例
え
な
の
で
は
な
い
か
。
言
葉
で
成
り
立
つ
テ
ク
ス
ト
は
、

読
者
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
つ
け
や
す
く
、
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ

に
比
べ
て
、
絵
は
簡
単
に
言
葉
に
還
元
し
に
く
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
味
を
更
新
し
つ
づ
け
る
必
要
性
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
む

こ
と
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
。
村
上
春
樹
の
小
説
は
、
謎
が
解
明
さ
れ
ず
に
残
さ

れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
空
白
は
絶
え
ず
新
た
な
解
釈
を
求
め
る
。
カ
フ
カ
少
年

が
現
実
世
界
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
も
い
え
る
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
を
通

し
、
他
者
の
理
解
し
が
た
さ
を
許
容
し
て
い
く
こ
と
と
、
わ
た
し
た
ち
読
者
が
『
海

辺
の
カ
フ
カ
』
の
非
現
実
的
な
設
定
や
多
く
の
謎
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
呼
応
し
て

い
る
。

カ
フ
カ
は
、
父
の
呪
い
の
意
味
は
何
か
、
母
は
な
ぜ
自
分
を
置
い
て
出
て
い
っ
た

の
か
考
え
続
け
る
が
、
正
し
い
答
え
な
ど
な
い
。
読
者
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
空
白

を
埋
め
る
無
限
の
作
業
に
身
を
費
や
す
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

二　
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
に
お
け
る
記
憶
と
想
像
力

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
同
様
に
、
オ
ー
ス
タ
ー
の
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
で
は
、

理
解
不
可
能
な
他
者
を
受
け
入
れ
る
道
が
探
求
さ
れ
る
。『
海
辺
』
で
は
、
異
次
元

に
立
つ
ま
っ
た
き
他
者
の
他
性
が
、
そ
の
半
生
が
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
佐
伯
さ
ん

自
身
と
彼
女
が
残
す
歌
詞
や
絵
画
に
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』

で
は
、「
月
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
老
い
と
病
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
て
い
く
他
者
の
「
身

体
」、
そ
し
て
「
語
り
」
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
。

い
。
た
だ
、
他
者
の
心
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
他
者
を
記
憶

す
る
こ
と
も
、
個
別
の
物
語
を
生
み
出
し
、
硬
直
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
集
約
し
て
い
っ

て
し
ま
う
歴
史
と
い
う
時
間
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
助
け
と
な
り
う
る
。

ゆ
え
に
、
時
間
と
記
憶
は
と
り
わ
け
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
。
異
界
に
入
り
こ

ん
だ
カ
フ
カ
に
十
五
歳
の
佐
伯
さ
ん
は
、「
私
に
は
記
憶
は
な
い
。
時
間
が
重
要

じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
記
憶
も
や
は
り
重
要
で
は
な
い
の
」（
下
四
六
二
）
と
語

る
。
だ
が
、
現
実
世
界
で
息
を
引
き
と
り
、
カ
フ
カ
の
も
と
を
訪
れ
た
佐
伯
さ
ん
は
、

異
界
に
残
ろ
う
と
す
る
カ
フ
カ
に
、
現
実
に
戻
り
、「
私
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
ほ

し
い
の
」（
下
四
六
七
）
と
要
請
す
る
。
時
の
停
止
し
た
異
界
を
脱
出
し
、
時
の
流

れ
る
現
実
世
界
で
記
憶
を
更
新
し
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
カ
フ
カ
が
倫
理
的
に
生
き
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
な
ぜ
な
ら
、
忘
却
と
い
う
不
安
定
な
未
来
に
耐
え
る
こ
と
は
、

他
者
の
理
解
し
が
た
さ
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
だ
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
で
は
、
文
学
の
み
な
ら
ず
絵
画
も
ま
た
、
想
像
し
、
記
憶
す

べ
き
「
他
者
」
の
象
徴
と
し
て
現
れ
る
。

「
さ
よ
な
ら
、
田
村
カ
フ
カ
く
ん
」
と
佐
伯
さ
ん
は
言
う
。「
も
と
の
場
所
に

戻
っ
て
、
そ
し
て
生
き
つ
づ
け
な
さ
い
」

「
佐
伯
さ
ん
」
と
僕
は
言
う
。

「
な
あ
に
？
」

「
僕
に
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
だ
」

彼
女
は
僕
の
身
体
か
ら
手
を
離
す
。
そ
し
て
僕
の
顔
を
見
あ
げ
る
。
手
を
伸

ば
し
て
、
僕
の
唇
に
指
を
つ
け
る
。

「
絵
を
見
な
さ
い
」
と
彼
女
は
静
か
な
声
で
言
う
。「
私
が
そ
う
し
た
の
と
同

じ
よ
う
に
、
い
つ
も
絵
を
見
る
の
よ
」（
下
四
七
二
－
七
三
）
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「
不
思
議
な
予
兆
と
神
秘
的
で
偶
発
的
な
出
来
事
が
交
わ
る
場）

（（
（

」（
一
七
）
と
し
て
認

識
さ
れ
、
マ
ー
コ
に
と
っ
て
、
月
は
愛
着
の
あ
る
過
去
と
同
時
に
予
測
で
き
な
い
未

来
を
告
げ
る
。

「
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
西
部
に
向
か
い
巡
業
す
る
伯
父
さ
ん
の

楽
団
ム
ー
ン
・
メ
ン
、
中
国
到
達
失
敗
の
副
産
物
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
発
見
、
宇
宙

飛
行
士
に
よ
る
月
面
着
陸
と
次
々
に
マ
ー
コ
の
連
想
を
膨
ら
ま
せ
る
が
、
月
面
と
ア

メ
リ
カ
西
部
の
風
景
の
類
似
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
戦
い
や
か
つ
て
イ
ン
ド
シ
ナ

と
呼
ば
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
で
の
戦
争
を
も
連
想
さ
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
西
部
開
拓
を

終
え
た
後
も
、
国
外
や
宇
宙
へ
と
開
拓
の
場
を
広
げ
て
き
た
が
、
未
知
な
る
も
の
の

探
求
が
他
者
へ
の
暴
力
に
転
じ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
が
マ
ー
コ
の
連
想
の
中
で

浮
か
び
上
が
る
。

「
月
」
は
暴
力
に
彩
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
過
去
を
示
す
が
、
同
時
に
マ
ー
コ
の
未

来
を
予
言
す
る
。
マ
ー
コ
は
、
奇
跡
的
な
偶
然
に
よ
り
祖
父
と
出
会
い
、
の
ち
に
、

祖
父
の
暴
力
に
満
ち
た
西
部
探
検
を
た
ど
り
、
ア
メ
リ
カ
西
部
の
果
て
ま
で
や
っ
て

く
る
。「
焼
石
の
よ
う
に
丸
く
黄
色
い
満
月
」（
三
〇
七
）
を
見
上
げ
る
時
、
彼
の
先

祖
返
り
の
旅
は
終
わ
る
。
一
度
取
り
戻
し
た
祖
父
と
父
を
再
度
失
い
、
家
庭
を
持
つ

可
能
性
と
全
財
産
を
失
っ
た
マ
ー
コ
が
旅
の
最
後
に
得
る
も
の
は
、
月
が
象
徴
す
る

「
空
白
」
で
あ
り
、
意
味
の
固
定
化
を
は
ば
む
未
来
な
の
だ
。

友
人
の
ジ
ン
マ
ー
と
の
ち
に
恋
人
に
な
る
キ
テ
ィ
ー
に
助
け
ら
れ
た
マ
ー
コ
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
住
み
込
み
の
仕
事
を
見
つ
け
る
が
、
雇
い
主
の
老
人
エ
フ
ィ
ン
グ

と
そ
の
息
子
バ
ー
バ
ー
が
自
分
の
祖
父
と
父
で
あ
る
こ
と
が
、
エ
フ
ィ
ン
グ
の
死
後

に
判
明
す
る
。
カ
フ
カ
が
父
親
か
ら
受
け
つ
い
だ
遺
伝
子
を
ど
ん
な
に
憎
も
う
が
、

父
の
呪
い
を
象
徴
的
な
形
に
せ
よ
実
行
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
、
マ
ー

コ
も
祖
父
と
父
の
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
し
、
女
性
と
の
関
係
に
挫
折
し
て
し
ま

う
。

父
を
憎
ん
だ
カ
フ
カ
と
異
な
り
、
父
親
の
名
前
さ
え
知
ら
ず
に
成
長
し
た
マ
ー
コ

は
、
唯
一
の
肉
親
で
あ
る
伯
父
を
失
っ
た
絶
望
か
ら
絶
食
を
行
う
。
カ
フ
カ
が
身
体

を
鍛
え
る
こ
と
で
世
界
一
タ
フ
な
十
五
歳
に
な
ろ
う
と
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、

マ
ー
コ
の
旅
は
、
自
分
の
体
を
限
り
な
く
無
に
近
づ
け
る
儀
式
か
ら
始
ま
る
。
マ
ー

コ
が
大
学
を
辞
め
、
働
く
こ
と
を
こ
ば
み
、
住
処
を
失
う
こ
と
は
、
他
な
る
も
の
を

内
部
に
取
り
込
み
、
所
有
す
る
こ
と
の
拒
否
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
所
有
や
理
解

は
、
他
者
を
自
己
に
同
化
さ
せ
他
性
を
損
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、『
ム
ー
ン
・
パ
レ

ス
』
で
は
、
マ
ー
コ
が
一
旦
、
他
者
と
の
交
わ
り
を
す
べ
て
放
棄
し
た
後
で
、
他
者

の
他
性
を
生
か
す
可
能
性
が
模
索
さ
れ
る
。

マ
ー
コ
が
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
象
徴
的
だ
。
カ
フ
カ

が
「
世
界
の
く
ぼ
み
」（
上
七
七
）
の
よ
う
な
図
書
館
に
身
を
よ
せ
た
よ
う
に
、
体

力
の
限
界
が
き
た
マ
ー
コ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
で
洞
穴
を
見

つ
け
、
友
人
に
救
出
さ
れ
る
ま
で
お
よ
そ
三
日
間
、
そ
の
中
で
眠
り
続
け
る
。
マ
ー

コ
は
、
そ
の
眠
り
を
ヨ
ナ
が
神
の
命
か
ら
逃
れ
ク
ジ
ラ
の
腹
の
中
で
過
ご
す
三
日
に

な
ぞ
ら
え
る
。
ヨ
ナ
が
神
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
よ
う
に
、

目
覚
め
た
マ
ー
コ
は
他
者
か
ら
の
要
請
に
応
え
、
祖
父
の
遺
産
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の

中
に
主
体
性
を
見
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
い
て
、
佐
伯
さ
ん
の
絵
と
歌
詞
が
彼
女
と
甲
村
少
年
の

過
去
を
記
録
す
る
と
同
時
に
カ
フ
カ
少
年
の
未
来
を
予
言
し
て
い
た
よ
う
に
、

『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
で
も
、
過
去
の
歴
史
と
マ
ー
コ
の
未
来
が
交
わ
る
「
月
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。
マ
ー
コ
は
、
伯
父
の
も
と
を
巣
立
ち
、
は
じ
め
て

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
独
り
暮
ら
し
を
始
め
る
不
安
の
中
、
間
借
り
し
た
部
屋
か
ら
み
え

る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
看
板
に
「
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
」
と
い
う
ネ
オ
ン
が
煌
め
く
文
字
を

発
見
す
る
。
そ
の
サ
イ
ン
を
目
に
し
た
マ
ー
コ
は
、
す
ぐ
さ
ま
ビ
ク
タ
ー
伯
父
さ
ん

の
楽
団
「
ム
ー
ン
・
メ
ン
」
を
思
い
、
安
堵
感
を
得
る
。
そ
れ
以
来
、
そ
の
部
屋
は
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に
お
い
て
も
受
け
身
の
生
き
方
を
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
。

バ
ー
バ
ー
は
、
墓
地
の
く
ぼ
み
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
が
、
ま
さ
に
自
ら
の
体

の
重
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
バ
ー
バ
ー
が
少
年
期
に
書
い
た
不
在
の
父
親

を
め
ぐ
る
小
説
『
ケ
プ
ラ
ー
の
血
』
に
お
い
て
も
、
時
の
流
れ
に
さ
ら
さ
れ
た
身
体

の
変
容
が
認
識
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
悲
劇
が
お
こ
る
。
そ
の
物
語
で
は
、
息
子
を
探
す

父
親
が
コ
ヨ
ー
テ
に
変
身
し
て
い
た
息
子
を
認
知
で
き
ず
に
撃
ち
殺
し
て
し
ま
う
。

『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
で
は
、
時
と
と
も
に
変
化
す
る
身
体
は
、
近
代
科
学
や
医
学

の
力
の
及
ば
ぬ
も
の
と
し
て
、
異
質
な
他
者
を
同
化
吸
収
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
史
へ

の
批
判
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

マ
ー
コ
が
他
者
の
他
性
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
は
、
恋
人
の
キ
テ
ィ
ー
が
お
腹
に

宿
っ
た
胎
児
を
堕
胎
す
る
こ
と
に
よ
り
一
旦
は
挫
折
す
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
の
妻
と

バ
ー
バ
ー
の
恋
人
が
、
男
た
ち
の
知
ら
ぬ
間
に
子
供
を
産
み
育
て
る
よ
う
に
、
三
代

に
わ
た
る
男
た
ち
に
と
っ
て
、
女
性
は
理
解
不
可
能
な
存
在
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

中
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、
ダ
ン
ス
を
専
攻
す
る
キ
テ
ィ
ー
は
、
未
知

な
る
存
在
と
し
て
そ
の
他
性
が
強
調
さ
れ
る
。
マ
ー
コ
は
、
キ
テ
ィ
ー
の
ダ
ン
ス
を

眺
め
な
が
ら
、
彼
女
の
身
体
は
「
言
葉
に
よ
る
意
味
の
把
握
を
超
え
で
た
も
の
で
あ

り
、
僕
に
と
っ
て
は
、
完
全
に
異
質
な
も
の
」（
九
六
）
と
語
る
。
キ
テ
ィ
ー
の
踊

り
は
、
光
の
中
で
対
象
化
さ
れ
て
も
、
言
葉
に
よ
る
意
味
の
固
定
を
阻
む
。

し
か
し
、
子
供
を
望
む
マ
ー
コ
は
、
自
分
の
意
に
反
す
る
キ
テ
ィ
ー
の
も
と
を
離

れ
、
理
解
不
可
能
な
他
者
と
の
関
係
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。『
海
辺
』
に
お
い
て
、

カ
フ
カ
が
時
の
停
ま
っ
た
異
界
か
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
マ
ー
コ

も
ま
た
、
予
測
不
可
能
な
未
来
（
他
者
）
を
許
容
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
残
さ

れ
た
方
法
は
、
や
は
り
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
語
り
と
絵
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ー
コ
は
、
盲
目
の
エ
フ
ィ
ン
グ
の
た
め
、
日
々
本
を
朗
読
し
、
散
歩
に
出
れ
ば
、

か
つ
て
画
家
で
あ
っ
た
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
が
加
速
す
る
二
十

世
紀
初
頭
、
進
歩
の
象
徴
で
あ
っ
た
科
学
者
テ
ス
ラ
（N

ikola T
esla, 1856-1943

） 
を
信
奉
す
る
。
そ
し
て
、
自
ら
西
部
を
探
検
し
、
壮
大
な
空
間
を
絵
に
収
め
る
こ
と

で
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
探
検
中
に
や
む
を
え
ず
、
な
ら

ず
者
の
グ
レ
シ
ャ
ム
兄
弟
を
殺
害
す
る
が
、
彼
ら
が
残
し
た
大
金
を
投
資
す
る
こ
と

で
、
死
ぬ
ま
で
労
働
す
る
こ
と
は
な
い
。
投
資
と
い
う
資
本
主
義
的
な
手
段
で
金
銭

的
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
未
来
の
時
間
を
現
在
と
同
じ
均
一
的
な
も
の
と
し
て
先
取

り
す
る
こ
と
に
な
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
不
確
定
な
未
来
を
飼
い
な
ら
す
近
代
資
本

主
義
の
権
化
と
し
て
現
れ
る
。「
物
理
的
世
界
を
望
み
通
り
に
曲
げ
る
意
志
の
力
」

（
一
〇
四
）
を
持
つ
と
自
ら
主
張
す
る
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
自
分
の
身
体
は
完
全
に
管

理
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
、
自
分
が
死
ぬ
と
宣
言
し
た
ま
さ
に
そ
の
日
に

死
を
迎
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
未
来
さ
え
も
制
御
す
る
強
靭
な
精
神
を
つ
か
さ
ど
る
怪
人
エ

フ
ィ
ン
グ
で
さ
え
、
身
体
に
刻
印
さ
れ
た
過
去
の
罪
を
背
負
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
西
部
か
ら
帰
還
し
た
の
ち
、
過
去
の
名
前
も
家
族
も
捨

て
て
生
き
る
が
、
背
後
に
し
の
び
よ
る
人
影
に
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
殴
ら
れ
脊
椎
を
損

傷
し
て
し
ま
う
。
意
識
し
た
時
に
は
既
に
傷
つ
い
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
人
は
能

動
的
意
識
で
あ
る
前
に
ま
ず
身
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
冒

険
に
同
伴
し
た
友
人
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
殺
人
を
犯
し
た
罪
へ
の
天
罰
と

し
て
、
自
分
の
足
の
喪
失
を
受
け
と
め
生
き
て
き
た
。
盲
目
と
な
り
、
歩
く
こ
と
の

で
き
な
い
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
光
を
愛
し
、
目
に
見
え
る
世
界
を
志
向
し
た
画
家
と
し

て
の
面
影
を
失
い
、
身
体
の
受
動
性
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
息
子
の
バ
ー
バ
ー
も
ま
た
、
父
の
不
在
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
食
べ
る
こ
と

に
集
中
し
、
風
船
の
よ
う
な
巨
体
と
な
っ
て
し
ま
う
。
優
秀
な
学
者
で
あ
り
な
が

ら
、
マ
ー
コ
の
母
エ
ミ
リ
ー
と
の
恋
愛
に
失
敗
し
た
後
は
、
そ
の
巨
体
ゆ
え
に
仕
事
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ン
ガ
で
さ
え
完
全
に
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
寒
さ
や
暑
さ
、
雨
風
と

い
っ
た
外
気
の
影
響
を
受
け
て
、
徐
々
に
少
し
ず
つ
崩
れ
て
い
く
の
だ
。

（
一
二
二
）

生
命
の
な
い
も
の
で
さ
え
時
の
経
過
と
共
に
刻
々
と
姿
を
変
え
、
や
が
て
消
え
る

よ
う
に
、
語
る
「
私
」
も
語
ら
れ
る
他
者
も
固
定
化
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

村
上
春
樹
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
文
学
に
は
、
物
事
を
一
般
化
し
て
し
ま
う
言
葉
へ
の
不

信
感
が
強
く
見
出
さ
れ
る）

（1
（

。
そ
れ
で
も
な
お
、
亡
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
失
踪
し
た

他
者
を
い
か
に
記
憶
し
語
る
か
は
、
両
作
家
に
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
初
期
の

作
品
か
ら
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
村
上
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』（
一
九
八
七
）
で
は
、
語
り
手
の
渡

辺
が
亡
く
な
っ
た
直
子
に
つ
い
て
の
記
憶
を
「
文
章
と
い
う
不
完
全
な
容
器）

（1
（

」
に
盛

り
、
語
ろ
う
と
す
る
。
オ
ー
ス
タ
ー
に
お
い
て
も
、
最
初
の
散
文
作
品
で
あ
る
『
孤

独
の
発
明
』（T

he Invention of Solitude, 1982

）
に
は
じ
ま
り
、
多
く
の
語
り

手
た
ち
が
、
他
者
を
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
自
問
し
つ
つ
、
記
憶
の
不
確
実
性
と

闘
い
な
が
ら
語
る
。

『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
で
は
、
マ
ー
コ
が
祖
父
の
語
り
を
遺
産
と
し
て
引
き
受
け
、

自
分
も
ま
た
祖
父
と
父
を
語
る
こ
と
の
う
ち
に
、
彼
に
し
か
引
き
受
け
ら
れ
な
い
責

任
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ー
コ
は
、
エ
フ
ィ
ン
グ
の
奇
想
天
外
な
生
涯
の

物
語
を
「
唯
一
の
聞
き
手
」（
一
三
一
）
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
祖
父
が
冒
険
中
に
身

を
寄
せ
た
洞
窟
を
探
す
旅
に
出
る
。
結
局
、
洞
穴
は
見
つ
か
ら
ず
、
エ
フ
ィ
ン
グ
の

話
の
真
偽
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。
だ
が
、
マ
ー
コ
が
祖
父
の
証
明
不
可
能
な
物

語
を
無
条
件
で
信
じ
、
生
き
残
り
と
し
て
証
言
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
理
解
不
可
能

な
他
者
へ
の
飛
躍
が
果
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
、
証
言
の
本
質
と
は
、
本
当
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
で

目
に
見
え
る
事
物
を
正
確
に
言
葉
に
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
描

写
に
と
ま
ど
う
マ
ー
コ
に
「
お
ま
え
は
、「
ご
く
普
通
の
街
灯
」
だ
の
「
あ
り
ふ
れ

た
マ
ン
ホ
ー
ル
」
だ
の
た
わ
け
た
こ
と
を
言
う
が
、
二
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い

ぞ
」（
一
二
〇
）
と
叱
咤
す
る
。

エ
フ
ィ
ン
グ
は
、
マ
ー
コ
を
導
く
過
程
で
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
に
行
き
、
実

在
し
た
画
家
ラ
ル
フ
・
ア
ル
バ
ー
ト
・
ブ
レ
イ
ク
ロ
ッ
ク
（R

alph A
lbert 

Blakelock, 1847-1919
）
の
『
月
光
』（M

oonlight, 1885

） 

を
み
て
く
る
よ
う
に

命
令
す
る
。「
そ
の
絵
の
細
部
を
記
憶

0

0

で
き
る
か
や
っ
て
み
ろ
」（
傍
点
は
著
者
、
一

三
五
）、
そ
し
て
「
自
分
が
ブ
レ
イ
ク
ロ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
そ
の
絵
を
描
い
て
い
る

と
想
像

0

0

し
て
み
る
ん
だ
」（
傍
点
は
著
者
、
一
三
五
）
と
課
題
を
出
す
が
、
記
憶
と

想
像
に
は
言
葉
の
力
が
必
要
と
な
る
。

マ
ー
コ
は
、
目
に
見
え
る
世
界
を
言
葉
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
物
事
を
「
一
般
化

し
て
し
ま
う
自
分
の
傾
向
」（
一
二
一
）
そ
し
て
、「
個
別
な
も
の
か
ら
な
る
世
界
」

（
一
二
一
）
に
は
じ
め
て
気
づ
く
。

前
に
も
見
た
こ
と
が
あ
る
物
だ
し
、
描
写
す
る
の
が
難
し
い
わ
け
じ
ゃ
な

い
、
と
僕
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。
消
火
栓
、
タ
ク
シ
ー
、
舗
道
か
ら
勢

い
よ
く
立
ち
の
ぼ
る
蒸
気
。
ど
れ
も
ひ
ど
く
馴
染
み
の
あ
る
も
の
ば
か
り
、

ど
れ
も
よ
く
知
っ
て
い
る
事
物
だ
。
だ
が
そ
う
い
う
考
え
は
、
そ
れ
ら
の
事

物
が
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
と
い
う
事
実
を
見
落
と
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
光
の
強
さ
や
角
度
に
よ
っ
て
、
物
は
常
に
姿
を
変
え
る
。
人
が
通
り
す

ぎ
る
、
突
然
風
が
吹
く
、
光
が
反
射
す
る
、
と
い
っ
た
周
囲
の
状
況
に
よ
っ

て
、
そ
の
様
相
は
い
か
よ
う
に
も
変
化
し
う
る
。
何
も
か
も
が
流
動
性
の
た

だ
中
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
同
じ
壁
の
二
枚
の
レ
ン
ガ
が
ど
ん
な
に
似
て

い
よ
う
と
、
ま
っ
た
く
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
同
じ
レ
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可
能
に
な
る
。
カ
フ
カ
は
、
文
学
や
絵
を
通
し
て
佐
伯
さ
ん
に
近
づ
き
、
佐
伯
さ
ん

を
通
し
て
母
を
受
け
入
れ
る
。
マ
ー
コ
は
、『
月
光
』
の
絵
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ

と
祖
父
が
犯
し
た
暴
力
の
歴
史
に
近
づ
く
。

ブ
レ
イ
ク
ロ
ッ
ク
の
絵
に
描
か
れ
た
満
月
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
失
わ
れ
た
理
想

的
世
界
を
暗
示
し
て
い
る
と
マ
ー
コ
に
思
わ
せ
る
が
、
月
の
空
白
は
、
意
味
で
補
わ

れ
る
こ
と
を
常
に
求
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
空
白
の
意
味
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
他

者
へ
の
暴
力
と
隣
り
あ
わ
せ
で
あ
る
ゆ
え
に
、
解
釈
は
た
え
ず
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
で
は
、
他
者
を
自
己
の
理
解
の
う

ち
に
消
化
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
心
を
想
像
し
、
そ
の
記
憶
を
絶
え
ず
更
新
し

続
け
る
こ
と
が
他
者
に
寄
り
添
う
道
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
佐

伯
さ
ん
は
カ
フ
カ
に
海
辺
に
た
た
ず
む
少
年
の
絵
を
、
エ
フ
ィ
ン
グ
は
マ
ー
コ
に
ブ

レ
イ
ク
ロ
ッ
ク
の
絵
を
観
る
こ
と
を
要
請
す
る
が
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、

答
え
は
け
っ
し
て
与
え
な
い
。
両
作
品
に
お
い
て
、
絵
を
み
る
こ
と
は
、
他
者
を
一

つ
の
意
味
に
押
し
込
め
る
こ
と
な
く
、
読
み
続
け
る
こ
と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機

能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

カ
フ
カ
は
佐
伯
さ
ん
を
仮
説
に
お
い
て
母
と
み
な
し
、
マ
ー
コ
も
ま
た
、
証
拠
も

な
し
に
エ
フ
ィ
ン
グ
の
話
を
信
じ
る
。
客
観
性
の
欠
如
は
、
逆
に
か
れ
ら
の
個
別
性

を
示
す
よ
う
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
カ
フ
カ
が
佐
伯
さ
ん
か
ら
、
マ
ー
コ
が
祖
父
か
ら

受
け
取
っ
た
空
白
の
部
分
は
、
第
三
者
で
あ
る
読
者
に
贈
与
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個

別
の
解
釈
を
誘
う
。
村
上
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
小
説
に
よ
く
み
ら
れ
る
謎
が
解
明
さ
れ

な
い
ま
ま
残
る
構
造
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
戯
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
的
要
請

な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

＊
本
稿
は
、
日
本
比
較
文
学
会
第
五
十
三
東
京
大
会
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
七
日
、

は
な
く
、
証
人
が
だ
れ
に
も
代
わ
り
が
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
の
だ

と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
証
言
は
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
も
の
に
し
か
許
さ

れ
な
い
ゆ
え
に
、
真
実
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
フ
ィ
ン
グ
の
自
伝
が
ま

る
で
嘘
の
よ
う
に
劇
的
で
あ
り
、
真
実
を
確
か
め
る
客
観
的
な
判
断
材
料
が
な
い
か

ら
こ
そ
、
そ
れ
を
信
じ
る
マ
ー
コ
自
身
の
「
個
」
が
強
調
さ
れ
る
。

『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
は
、
マ
ー
コ
の
一
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
が
、
偶
然
の
一
致
を
過
剰
に
含
む
と
し
て
、
そ
の
語
り
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る）
（1
（

。
だ
が
、
マ
ー
コ
が
現
実
離
れ
し
た
祖
父
の
話
を
信
じ
て
語
る
テ
ク
ス
ト
を
、
読

者
も
ま
た
受
け
入
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
エ
フ
ィ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
を
マ
ー
コ
が

真
実
と
解
釈
し
た
よ
う
に
、
マ
ー
コ
の
テ
ク
ス
ト
は
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
と
し
て

読
者
に
託
さ
れ
る
。

お
わ
り
に
：
理
解
し
え
な
い
「
他
者
」
と
「
テ
ク
ス
ト
」

田
村
カ
フ
カ
は
、「
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
」（
上
二
二

二
）
と
語
り
、
マ
ー
コ
は
、「
僕
た
ち
の
人
生
は
、
い
く
つ
も
の
偶
発
的
出
来
事
に

決
め
ら
れ
て
い
る
」（
八
〇
）
と
言
う
。
村
上
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
孤
児
た
ち
は
、
自

ら
の
選
択
の
延
長
線
上
に
成
長
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
フ
カ
は
、
父
の
呪
い
か
ら

逃
れ
ら
れ
ず
、
マ
ー
コ
は
祖
父
と
父
の
過
ち
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
選

び
よ
う
の
な
い
こ
と
と
し
て
若
者
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
。
だ
が
、
硬
直
し
た
歴
史

か
ら
個
別
性
を
取
り
戻
す
術
は
、
彼
ら
が
他
者
か
ら
の
遺
産
で
あ
る
語
り
や
絵
を
解

釈
し
続
け
る
行
為
に
示
さ
れ
る
よ
う
だ
。

カ
フ
カ
と
マ
ー
コ
が
理
解
し
が
た
い
他
者
を
そ
の
謎
ご
と
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、

テ
ク
ス
ト
を
「
理
解
し
え
ぬ
ま
ま
」
解
釈
し
続
け
る
と
い
う
代
理
の
行
為
に
よ
っ
て
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（
７
）　

柴
田
勝
二
「
殺
し
、
交
わ
る
相
手
─
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
過
去
─
」『
東

京
外
国
語
大
学
論
集
第
七
六
号
』
二
〇
〇
八
年
、
二
六
五
頁
。

（
８
）　

村
上
に
と
っ
て
読
書
は
リ
ア
ル
な
体
験
で
あ
り
、
自
分
で
は
実
際
に
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
戦
争
も
、
本
を
読
む
こ
と
で
「
ス
ゥ
ー
ッ
と
入
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
そ
う

な
感
覚
」
を
持
つ
と
い
う
。『
夢
を
見
る
た
め
に
毎
朝
僕
は
目
覚
め
る
の
で
す
』
文
春

文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
一
頁
。

（
９
）　

村
上
は
、
異
界
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
例
と
し
て
、「
図
書
館
は
何
か
一
種
の
異
界

み
た
い
な
感
じ
」
が
す
る
と
語
っ
て
い
る
。
同
書
、
一
〇
一
頁
。

（
10
）　

他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
無
条
件
に
応
答
す
る
こ
と
で
生
じ
る
主
体
の
あ
り
方
は
、

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
多
く
を
負
う
。
マ
ー
コ
の
受
動
的
な
主
体

の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
は
、
拙
論 “T

he D
eath of the O

ther: A
 Levinasian 

Reading of Paul A
uster’s M

oon Palace.” M
odern Fiction Studies 54,1 

（2008

）: 115-139. (Purdue Research Foundation by the Johns H
opkins 

U
niversity Press) 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　Paul A

uster, M
oon Palace. N

ew
 Y

ork: Penguin, 1989. 

原
著
か
ら
引
用
し

た
頁
数
は
、
す
べ
て
本
文
中
の
括
弧
に
記
す
。
引
用
は
、
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
。

（
12
）　

異
界
か
ら
戻
っ
て
き
た
カ
フ
カ
は
、「
こ
と
ば
で
説
明
し
て
も
そ
こ
に
あ
る
も
の
を

正
し
く
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
。
本
当
の
答
え
と
い
う
の
は
こ
と
ば
に
で
き

な
い
も
の
だ
か
ら
」（
下
五
〇
九
）
と
述
べ
、
マ
ー
コ
も
ま
た
、「
い
く
ら
正
確
に
、

詳
細
に
書
き
つ
づ
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
僕
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
物
語
の
全
体
を

網
羅
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（
四
八
）
と
言
う
。

（
13
）　

村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
上
巻
、
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
二
二
頁
。

（
14
）　Jacques D

errida, T
he Instant of M

y D
eath: D

em
eure: Fiction and 

T
estim

ony. T
rans. Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford U

P, 2002. 
27-28.

（
15
）　M

ichiko K
akutani, “A

 Picaresque Search for Father and for Self.” 
N

ew
 Y

ork T
im

es 7 M
ar. 1989:19.

於
東
京
工
業
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）　

村
上
文
学
を
世
界
の
文
脈
か
ら
捉
え
た
研
究
と
し
て
は
、
国
際
交
流
基
金
主
催
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め
た
『
世
界
は
村
上
春
樹
を
ど
う
読
む
か
』
文
藝
春
秋
、
二

〇
〇
九
年
や
三
浦
玲
一
『
村
上
春
樹
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
：
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
文
化
と
文
学
』
彩
流
社
、
二
〇
一
四
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
文
学

か
ら
村
上
へ
の
影
響
関
係
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
吉
田
春
生
『
村
上
春
樹
と
ア
メ

リ
カ
：
暴
力
性
の
由
来
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
一
年
や
渡
辺
利
雄
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に

触
発
さ
れ
た
日
本
の
小
説
』
研
究
社
、
二
〇
一
四
年
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
）　

三
浦
雅
士
に
よ
れ
ば
、
村
上
と
柴
田
が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
世
界
の
雛
形
と

し
て
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
世
界
が
追
憶
さ
れ
る
べ
き
場
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
に
他

な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
文
学
は
、
両
文
学
者
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
も
の
の
記
憶
で

あ
り
、「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
一
形
式
」
と
な
る
。『
村
上
春
樹
と
柴
田
元
幸
の
も
う
ひ

と
つ
の
ア
メ
リ
カ
』
新
書
館
、
二
〇
〇
三
年
、
二
八
八
頁
。

（
３
）　

村
上
は
、
オ
ー
ス
タ
ー
の
短
編“A

uggie W
ren’s Christm

as Story”

（2004

） 

を
柴
田
と
の
競
訳
と
い
う
形
で
披
露
し
て
い
る
。
村
上
春
樹
・
柴
田
元
幸
『
翻
訳
夜

話
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
〇
年
。
ま
た
村
上
は
、『
新
潮
』（
一
九
九
四
年
五
月
号
）

に
オ
ー
ス
タ
ー
の
『
ム
ー
ン
・
パ
レ
ス
』
の
書
評
を
書
い
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
タ
ー

文
学
が
バ
ッ
ハ
の
音
楽
の
よ
う
に
身
体
に
心
地
よ
い
効
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
「
絶

対
に
す
ご
い
」
と
述
べ
て
い
る
。「
バ
ッ
ハ
と
オ
ー
ス
タ
ー
の
効
用
」『
村
上
春
樹
雑

文
集
』
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
三
二
四
頁
。

（
４
）　

三
浦　

前
掲
書
、
二
九
一
頁
。

（
５
）　

村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
上
下
巻
、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
。『
海
辺
の
カ

フ
カ
』
か
ら
の
引
用
は
、（
巻
数
・
頁
数
）
と
い
う
形
で
本
文
中
に
示
す
。

（
６
）　

た
と
え
ば
、
批
評
家
の
加
藤
典
洋
は
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
か
ら
受
け
た
感
動
を
率

直
に
語
っ
て
い
る
。『
村
上
春
樹
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
３
』
幻
冬
舎
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、

三
六
三
頁
。
一
般
読
者
の
多
く
も
ま
た
、
こ
の
小
説
に
共
感
し
た
こ
と
が
、
村
上
と

読
者
の
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
を
公
開
し
た
『
少
年
カ
フ
カ
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年

か
ら
読
み
と
れ
る
。
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Orphans and Texts in the Works of Haruki Murakami and Paul Auster: 
The Use of Memory and Imagination for Individual Survival 

UCHIYAMA　Kanae　（英文　内山　加奈枝）

Haruki Murakami (1949-), an international, best-selling Japanese author, is well-known for the 
translation of many American novels throughout his career. His influences include American 
writers such as Raymond Chandler and F. Scott Fitzgerald, writers from an earlier generation 
than his. While there are few critics who pay attention to Murakami and other contemporary 
American novelists, Masashi Miura suggested that there are similarities between the works of 
Murakami and American author Paul Auster (1947-). In fact, Murakami translated a short novel 
of Auster’s and praised his fiction in a book review in 1994. 

Miura cited the “melancholy,” which originates from an obsession with self-consciousness, in 
the works of both Murakami and Auster, further emphasizing their similarity. However, the 
attempt of both authors to overcome the postmodern sense of the dissolved self in their writing 
has hardly been discussed through an analysis of specific works. In Murakami’s Kafka on the 
Shore (2002) and Auster’s Moon Palace (1989), Kafka Tamura and Marco Stanley Fogg, two 
young men orphaned by the loss of their families, confront the difficulties of living as solitary 
individuals in a postmodern world, where they are overwhelmed by a series of coincidences 
and chance events that threaten their very identities. 

However, the orphaned protagonists in the works of both Murakami and Auster find 
otherness in the “texts” of paintings and literature. Reading these texts helps them to recover 
their lost relationships with others due to the unsolvable mysteries they offer and the 
opportunities for indefinite interpretation. This paper discusses how the protagonists in 
Murakami’s Kafka on the Shore and Auster’s Moon Palace come to accept the “otherness” of 
people and explore their own uniqueness in the process of learning to read texts, renewing 
their memory and imagination.


