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ま
え
が
き

…
…
思
え
ば
、
大
学
生
時
代
に
柄
谷
行
人
の
初
期
の
文
芸
評
論
集 

『
畏
怖
す
る
人
間
』 

や 

『
意
味
と
い
う
病
』、 

あ
る
い
は

三
浦
雅
士
の
批
評
集

│ 『
私
と
い
う
現
象
』 

や 『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
水
脈
』 

や 『
小
説
と
い
う
植
民
地
』 

な
ど
の
い
か
に
も 

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」 

な
書
名
を
目
に
し
た
だ
け
で
時
代
的
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
溺
れ
か
け
て
し
ま
う
の
だ
が

│
な
ど
を
愛
読

し
て
い
た
人
間
と
し
て
、
雑
多
な
批
評
文
や
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
集
め
た
評
論
集variety book

を
刊
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、 

さ
さ
や
か
な
夢
だ
っ
た
。

な
る
べ
く
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
、
雑
然
と
し
た
評
論
集
で
あ
る
の
が
よ
い
。
興
味
の
引
っ
か
か
り
の
あ
る
と
こ
ろ
を
、
気
ま

ま
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
く
。
肩
肘
を
は
る
こ
と
も
な
い
。
最
後
ま
で
律
儀
に
読
み
と
お
さ
ず
と
も
当
然
か
ま
わ
な
い
。

中
途
で
放
り
出
し
て
、
す
べ
て
を
忘
れ
た
こ
ろ
に
、
気
ま
ぐ
れ
に
読
み
返
す
の
も
い
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
ま
忘
れ
た
っ
て

い
い
…
…
批
評
の
本
は
、
雑
文
た
ち
の
お
も
ち
ゃ
箱
で
あ
っ
て
、
個
人
雑
誌
の
よ
う
な
も
の
く
ら
い
で
あ
る
の
が
ち
ょ
う
ど

よ
い
…
…
。

本
書
に
収
録
さ
れ
た
文
章
た
ち
は
、
基
本
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
や
書
籍

│
『
す
ば
る
』 

や 

『
新
潮
』 『
文
學
界
』 

等

の
文
芸
誌
、
青
土
社
の
『
ユ
リ
イ
カ
』『
現
代
思
想
』、
河
出
書
房
新
社
の
作
家
特
集
、
あ
る
い
は
小
さ
な
手
作
り
の
文
芸
誌

『
て
ん
で
ん
こ
』『
練
習
生
』
な
ど

│
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
、
即
興
的
に
、
そ
の
時
そ
の
時
に
応
じ
て
書
い
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
星
屑
の
よ
う
な
文
章
た
ち
の
中
か
ら
、
広
い
意
味
で
の
文
芸
評
論
と
呼
び
う
る
も
の
…
…
と
、
わ
た
し
自
身

が
判
断
し
た
文
章
を
選
ん
で
、
今
回
、
一
冊
の
本
に
ま
と
め
て
み
た
。

最
も
古
い
も
の
は
二
〇
一
〇
年
の
浅
尾
大
輔
論
で
あ
り
、
最
も
新
し
い
も
の
は
亀
山
郁
夫
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
　
黒
の
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言
葉
』
の
書
評
で
あ
る
（
例
外
と
し
て
大
学
院
生
時
代
に
書
い
た
二
〇
〇
一
年
の
『
死
霊
』
論
）。

お
お
よ
そ
二
〇
一
〇
年
代
の
一
〇
年
間
に
わ
た
る
仕
事
を
結
集
し
た
…
…
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
ど
う
せ
な
ら
と
、

で
き
る
だ
け
す
べ
て
の
評
論
的
な
文
章
を
雑
然
と
し
た
ま
ま
に
寄
せ
集
め
、 ぶ
ち
込
み
、 ご
っ
た
煮
に
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
。

原
稿
用
紙
一
二
〇
〇
枚 

（
四
十
五
万
字
弱
） 

ほ
ど
に
も
な
っ
た
。
文
芸
評
論
の
氷
河
期
、
あ
る
い
は
絶
滅
期
と
言
わ
れ
て
久
し

い
凍
え
る
よ
う
な
時
代
に
、
こ
ん
な
破
格
な
、
記
念
碑
の
よ
う
な
本
を
出
せ
る
と
は
。
望
外
の
幸
運
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
る
。

せ
っ
か
く
な
の
で
、
青
く
さ
い
本
心
を
述
べ
て
お
こ
う
。
わ
た
し
に
と
っ
て
、
批
評
を
書
く
こ
と
は
、
そ
の
時
々
の
己
の

人
生
の
全
身
全
霊
を
込
め
て
、
他
者
（
作
品
）
と
正
面
か
ら
対
峙
し
、
対
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
魂
的
に
切
り
合
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
血
と
汗
と
涙
の
結
晶
体

│
で
あ
る
。
こ
れ
は
比
喩
で
も
冗
談
で
も
な
い
。
ほ
と
ん
ど
恥
知
ら

ず
の
よ
う
に
、
今
で
も
そ
ん
な
風
に
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
一
〇
数
年
の
間
、
断
続
的
に
、
依
頼
に
応
じ
て
、
身
体
と
生
活
の
欲
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
批
評
文
を
持
続
的
に

書
い
て
き
た
。
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
し
た
方
法
論
も
な
け
れ
ば
、
理
論
も
な
か
っ
た
。
昔
な
が
ら
の
、
古
色
蒼
然
た
る
印
象

批
評
（
の
よ
う
な
も
の
）
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
人
生
や
言
葉
の
達
人
な
ん
て
も
の
か
ら
も
ほ
ど
と
お
い

か
ら
、
な
か
ば
自
嘲
ぎ
み
に
「
竹
や
り
批
評
」
な
ど
と
も
称
し
て
き
た
。
対
象
と
素
手
で
対
象
と
取
っ
組
み
合
う
、
と
い
う

ほ
ど
カ
ッ
コ
つ
く
も
の
で
さ
え
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
神
と
革
命
の
文
芸
批
評
』
等
と
い
う
大
げ
さ
な
書
名
を
選
ん
だ
の
は
、
今
回
ま
と
め
る
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
一
〇
年
の
自
分
の
批
評
文≒

雑
文
た
ち
を
ゆ
っ
く
り
と
読
み
直
し
て
、
そ
の
堆
積
物
の
全
体
を
あ
れ
こ
れ
と
見
ま

わ
し
て
、
こ
の
一
〇
年
の
自
分
の
主
題
が
「
神
々
」
と
「
革
命
」
と
い
う
二
つ
の
焦
点
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
く
の
を
、
確
か

に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

過
去
の
自
分
の
仕
事
に
向
き
合
い
、
そ
れ
を
な
か
ば

│
あ
く
ま
で
も
な
か
ば
、
で
は
あ
る
け
れ
ど
も

│
自
分
以
外
の

他
人
が
書
い
た
も
の
の
よ
う
に
読
み
、
自
分
の
批
評
文
の
読
者
に
自
分
が
な
っ
て
、
そ
れ
ら
を
丹
念
に
熟
読
し
て
み
た
の
だ
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っ
た
。
そ
う
し
た
「
読
み
直
し
」
の
作
業
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
文
学
と
は
何
か
、
文
芸
批
評
と
は
何
か
、
そ
の

こ
と
を
少
し
で
も
根
本
的
に
、
原
理
的
に
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
し
た
。
今
も
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
、
少
し
は
わ
か
っ
て
き
た
。
あ
る
い
は
わ
か
っ
て
き
た
よ
う
な
気
だ
け
は
す
る
。

自
分
に
と
っ
て
、
文
学
と
は
、
神
と
政
治
、
信
仰
と
革
命
が
交
差
し
て
縺
れ
合
う
場
所

│
そ
ん
な
場
所
か
ら
人
間
た
ち

が
全
身
全
霊
で
呼
び
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
飢
え
乾
い
て
欲
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
そ
れ
も
ま
た
大
袈
裟
な
こ
と
、
崇
高
で
正
し
い
こ
と
で
は
少
し
も
な
く
、
む
し
ろ
惨
め
で
卑
小
な
こ
と
、
無
知

で
無
能
な
「
こ
の
自
分
」
の
足
下
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
問
い
直
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
な
の
だ
と
も
思
っ
た
。
た
と
え
ば
わ
た
し
は
か
つ
て
、
最
初
の
本
の
中
で
「
一
生
フ
リ
ー
タ
ー
で
生
き
て
い
く
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
」
と
問
う
た
の
だ
っ
た
が
、
今
現
在
も
ま
だ
フ
リ
ー
タ
ー≒

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
暮
ら
し
の
不
安
定
さ
の
中
に

あ
り
、
こ
の
年
齢
で
フ
リ
ー
タ
ー
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
生
こ
の
ま
ま
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
依
然
と
し
て
、
生
活
と

日
常
の
労
苦
と
泥
に
ま
み
れ
て
足
搔
き
、
日
銭
を
稼
ぎ
、
蚯
蚓
の
よ
う
に
の
た
く
る
自
分
を
見
出
だ
す
以
外
な
い
。

し
か
し
蚯
蚓
の
よ
う
に
土
に
根
差
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
生
懸
命
に
流
す
血
と
汗
と
泥
に
す
ら
、
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
、

ど
こ
か
う
っ
す
ら
と
噓
っ
ぽ
い
も
の
、
弱
々
し
く
て
仕
方
の
な
い
も
の
、「
偽
善
」（
有
島
武
郎
）
的
な
何
か
が
混
じ
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
し
た
根
源
的
な
自
己
疎
隔
と
違
和
感
を
ど
う
に
も
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
と
革
命
を
乞
い
求
め
続
け
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
う
し
た
内
省
的
な
言
葉
と
生
の
記

録
と
し
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
の
文
学
と
い
う
も
の
は
あ
る
ら
し
か
っ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
批
評
と
は
何
だ
ろ
う

│
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
わ
た
し
に
と
っ
て
。

批
評
と
は
。
文
芸
批
評
と
は
。

こ
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、
批
評
と
は
「
文
学
と
運
動
」
の
交
点
で
も
の
を
考
え
、
か
つ
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
信
じ

て
き
た
。
ひ
と
り
で
単
独
的
に
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
に
対
峙
す
る
こ
と
と
、
協
働
的
で
相
互
批
評
的
な
活
動
の
空
間
を
生
き
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る
こ
と
。
そ
れ
ら
を
決
し
て
切
り
離
さ
な
い
ま
ま
で
、
そ
の
緊
張
感
を
消
さ
ず
に
、
生
き
生
き
と
保
守
し
続
け
る
こ
と
。
そ

れ
が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
批
評
の
原
点
で
あ
り
、
失
敗
や
挫
折
の
あ
と
に
い
つ
で
も
そ
こ
に
立
ち
還
っ
て
全
て
を
始
め
な
お

す
べ
き
場
所
、「
は
じ
ま
り
」（
ア
レ
ン
ト
）
の
場
所
な
の
だ
っ
た
。

協
働
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
狭
義
の
社
会
運
動
や
組
合
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
思
わ
な
い
。

拡
張
家
族
や
動
物
的
な
群
れ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
友
よ
、
友
は
い
な
い
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）、「
敵
よ
、

敵
は
い
な
い
」（
ニ
ー
チ
ェ
）
と
い
う
隣
人
愛
な
ら
ぬ
遠
人
愛
と
し
て
の
友
愛
か
も
し
れ
な
い
（
デ
リ
ダ
は
そ
れ
ら
を
す
ら
男
性

中
心
主
義
的
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
だ
が
）。

自
己
批
評
（
内
省
）
が
先
か
社
会
批
判
（
外
部
）
が
先
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の

自
己
／
社
会
、
内
部
／
外
部
と
い
う
構
図
の
悪
循
環
を
「
何
」
が
打
ち
砕
く
の
か
、
で
あ
る
。
垂
直
的
な
自
己
反
省
で
も
水

平
的
な
社
会
変
革
で
も
な
く
、
そ
の
「
何
」
か
は
い
わ
ば
斜
め
か
ら
到
来
す
る
力
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
自
己
批
評
に
も
社

会
批
判
に
も
回
収
さ
れ
え
な
い
運
動
＝
協
同
の
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
内
省
な
き
外
部
の
絶
対
化
は
享
楽
的
な

テ
ク
ス
ト
主
義
に
堕
落
し
、
外
部
な
き
内
省
へ
の
耽
溺
は
傲
慢
な
自
己
欺
瞞
に
閉
じ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
も
考
え
た
。

過
去
の
わ
た
し
自
身
の
批
評
的
な
雑
文
た
ち
を
一
〇
年
越
し
に
整
理
し
、
並
べ
替
え
、
加
筆
修
正
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ

の
地
道
な
作
業
を
通
し
て
「
自
分
と
は
何
者
か
」
を
発
見
し
て
み
る
こ
と
だ
っ
た
。
い
や
、
自
分
と
は
誰
な
の
か
、
あ
ら
た

め
て
創
造
す
る
こ
と
だ
っ
た

│
そ
う
言
っ
て
み
て
も
ま
だ
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
過
去
の
自
分
の
仕
事
と
対
峙

す
る
こ
と
で
、
こ
の
自
分
を
新
し
く
産
み
直
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
言
い
方
が
し
っ
く
り
く
る
。

た
だ
し
、
テ
ク
ス
ト
を
持
続
的
に
読
む
こ
と
を
通
し
て
自
ら
を
新
し
く
産
み
直
す
こ
と
、
そ
れ
は
、「
自
己
発
見
」
な
ど

と
い
う
能
動
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
文
を
即
興
的
に
書
い
た
と
き
に
、
対
象
の
テ
ク
ス
ト
（
あ
ち

ら
）
の
方
か
ら
こ
ち
ら
に
差
し
込
ん
で
き
た
他
者
た
ち
の
力
、
複
数
的
で
偶
然
的
な
力
に
よ
っ
て
乱
反
射
的
に
刺
し
貫
か
れ

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
必
然
的
な
「
宿
命
」（
小
林
秀
雄
）
な
の
だ
、
と
い
う
の
と
も
少
々
違
う
。
主
体
が
あ
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る
か
ら
対
象
が
あ
り
、
対
象
が
あ
る
か
ら
主
体
が
あ
る
、
と
い
う
解
釈
学
的
な
循
環
で
も
な
い
。

一
対
一
（
作
者
と
作
品
）
で
対
峙
し
真
剣
勝
負
を
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
無
数
の
先
人
や
先
行
者
た
ち
に
見
つ
め
ら
れ
て

い
た
、
と
い
う
歴
史
的
な
受
動
性
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
直
し
て
い
っ
た
。
今
は
た
だ
不
思
議
な
驚
き
を
感
じ
る
。
目
の
前

の
テ
ク
ス
ト
を
、
一
冊
の
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
す
ら
、
本
当
は
、
こ
の
わ
た
し
一
人
の
力
で
は
、
孤
独
な
黙
読
と
精
読
に

よ
っ
て
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
文
芸
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
通
し
た
、
あ
る
い
は
「
言
葉
」（
言

の
葉
）
と
い
う
平
凡
で
あ
り
ふ
れ
た
モ
ノ
を
通
し
た
歴
史
と
伝
統
の
意
味
だ
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
た
歴
史
と
伝
統
と
は
、
複

数
的
で
、
偶
然
的
で
、
雑
然
た
る
「
は
じ
ま
り
」
の
力
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
本
の
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
も
、
金
太
郎
ア
メ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
声
と
顔
の
断
面
し
か
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
似
た
よ
う
な
こ
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
ひ
た
す
ら
反
復
し
、
変
奏
し
、
自
己
模
倣
を
持
続
的
に
繰
り
返
し
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
他
者
の
力
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
わ
た
し
自
身
も
知
ら
な
か
っ
た
「
自
分
」
と
い
う
未
知

の
、
異
形
の
存
在
が
見
え
て
き
た
。
実
感
さ
れ
た
。
そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
こ
と
く
ら
い
は
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
初
は
、
す
べ
て
の
原
稿
を
シ
ン
プ
ル
に
、
時
系
列
で
な
ら
べ
て
み
た
。
し
か
し
ど
う
に
も
し
っ
く
り
来
ず
、
こ
れ
で
は

本
当
の
意
味
で
の
雑
多
＝
ア
ナ
ー
キ
ー

│
見
え
な
い
理
念
に
よ
っ
て
個
々
の
小
品
が
星
座
的
に
照
応
し
て
い
く
と
い
う
非

秩
序
的
秩
序

│
と
は
言
え
ず
、
た
だ
た
ん
に
乱
雑
な
だ
け
の
カ
オ
ス
（
無
秩
序
）
な
の
で
は
な
い
か
…
…
そ
う
感
じ
て
、

あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
試
し
て
み
た
結
果
、
多
少
な
り
と
も
一
冊
の
本
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
付
け
る
た
め
に
、「
文
学
に
つ
い

て
」「
神
に
つ
い
て
」「
政
治
に
つ
い
て
」「
書
評
集
」
と
い
う
四
つ
の
章
に
分
類
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
こ
の
本
は
や
は
り
、
基
本
的
に
は
、
べ
つ
に
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
い
い
し
、
ど
こ
で
読

む
の
を
や
め
て
も
別
に
構
わ
な
い
、
そ
う
し
た
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ブ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
作
者
と
し
て
は
思
う
。

本
書
に
収
録
し
た
原
稿
た
ち
の
う
ち
、
多
く
の
も
の
は
、
語
句
の
修
正
を
行
っ
た
程
度
で
、
大
き
く
手
を
入
れ
て
は
い
な

い
。
た
だ
、
発
表
か
ら
時
が
経
ち
、
現
時
点
の
目
で
は
そ
れ
な
り
の
改
稿
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
手
を
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入
れ
た 

（
加
藤
智
大
論
、 

村
上
春
樹
論
、 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
キ
ン
グ
論
な
ど
）。
明
ら
か
な
事
実
誤
認
が
あ
り
、 

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
消
し

た
部
分
の
あ
る
原
稿
も
あ
る 

（「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
の
水
子
た
ち
」）。
簡
単
な
外
科
手
術
に
よ
っ
て
は
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
と
感

じ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、 

本
書
へ
の
収
録
を
断
念
し
た （「
長
渕
剛
と
三
島
由
紀
夫

│
そ
の
日
本
浪
曼
派
的
な
命
脈
」 

な
ど
）。

初
出
一
覧
に
「
未
発
表
原
稿
」
と
あ
る
も
の
の
多
く
は
、
か
つ
て
書
い
て
み
た
も
の
の
、
発
表
の
場
が
な
か
っ
た
か
、
そ

の
ま
ま
放
置
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
各
原
稿
の
「
後
記
」
に
簡
単
に
事
情
が
し
る
し
て
あ
る
。

わ
た
し
は
本
書
を
自
分
に
と
っ
て
の
「
第
一
文
芸
評
論
集
」
と
し
て
刊
行
し
た
い
と
思
っ
た
。
学
生
時
代
は
も
と
も
と
文

芸
批
評
、
特
に
日
本
の
近
現
代
の
文
芸
批
評
を
学
び
の
原
点
、
は
じ
ま
り
の
場
所
と
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
に
文
芸
批
評
の
本
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
き
た
。

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、「
批
評
家
」
を
肩
書
に
し
て
き
た
が
、「
文
芸
批
評
家
」
を
名
乗
る
資
格
は
な
い
、
と
考
え
て
き
た
。

広
義
の
批
評
よ
り
も
狭
義
の
文
芸
批
評
の
方
が
重
要
だ
と
い
う
話
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
微
妙
な
違

い
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
わ
た
し
に
は
こ
の
微
細
な
違
い
が
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
る
に
は
困
難
な
一
歩

の
踏
み
出
し
（
踏
み
外
し
？
）
が
必
要
だ
っ
た
。

本
書
は
対
象
と
し
て
は
映
画
や
歌
（
詩
）
な
ど
を
雑
多
に
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
一
貫
し
て
文
芸
批
評
の
精
神
に
よ
っ
て
書

か
れ
て
い
る
。
通
読
し
な
が
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
文
芸
批
評
の
本
な
の
だ
、
と
自
分
で
も
驚
い
た
。
だ
か
ら
書
名
に
「
文
芸

批
評
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
。
こ
の
年
齢
で
、
今
更
な
が
ら
に
、
や
っ
と
出
発
点
に
立
っ
た
ば
か
り
の
初
心
者
の
、「
ア

マ
チ
ュ
ア
」
や
「
素
人
」
の
、
あ
る
い
は
「
練
習
生
」
の
気
持
ち
で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
初
め
て
の
、
文
芸
批
評
の
本
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
文
を
書
か
し
め
て
く
れ
た
人
た
ち
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
今
は
星
々
の
よ
う
に
無
数
に
瞬
い
て
あ
る
。

し
か
し
今
は
、
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
本
書
の
編
集
を
担
当
し
て
く
れ
た
法
政
大
学
出
版
局
の
郷
間
雅
俊
氏
に
格

別
の
感
謝
の
思
い
を
伝
え
た
い
。



神
と
革
命
の
文
芸
批
評
　
目 
次



　　viii

ま
え
が
き
　

i

Ⅰ
　
政
治
に
つ
い
て

ロ
ス
ジ
ェ
ネ
の
水
子
た
ち　
批
評
と
運
動
の
間　
　
002

星
野
智
幸
と 「
新
し
い
政
治
小
説
」　　
029

浅
尾
大
輔
論　
　
063

高
橋
和
巳
論　
　
072

大
西
巨
人
に
対
す
る
一
つ
の
小
さ
な
疑
念　
　
091

椎
名
林
檎
論
の
た
め
の
ノ
ー
ト　
　
099

光
永
惇 『
寛
解
の
連
続
』 
に
寄
せ
て　
喰
う
べ
き
詩
リ
リ
ッ
ク　
　
108

木
村
文
洋 『
息
衝
く
』 

に
寄
せ
て　
報
告
と
感
想　
　
111

葉
真
中
顕
論　
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
と
ミ
ス
テ
リ　
　
126

加
藤
智
大
の
暴
力　
　
138

Ⅱ
　
神
に
つ
い
て



ix　　目  次

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』 

と
現
代
日
本　
老
い
衰
え
ゆ
く
神
の
信
徒
と
し
て　
　
164

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
キ
ン
グ
と
神　
　
183

白
石
晃
士
と
神
的
映
画　
　
198

岩
明
均
論
の
た
め
の
ノ
ー
ト　
　
205

高
畑
勲
論　
淋
し
さ
に
つ
い
て　
　
213

宇
多
田
ヒ
カ
ル
の
パ
ッ
シ
ョ
ン　
　
225

安
彦
良
和
の
原
点　
ど
こ
ま
で
も
、 

無
名
の
青
年
の
よ
う
に
新
し
く　
　
241

老
い
ぼ
れ
た
親
鸞
と
、 
猫
た
ち
と
、 

吉
本
隆
明
と
、 

妄
想
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と　
　
247

土
本
典
昭
に
と
っ
て
晩
熟
と
は
何
か　
　
268

室
井
光
広
論
そ
の
門
前
の
序
文　
世
界
文
学
と
は
何
か　
　
281

埴
谷
雄
高
論　
虚
体
と
子
ど
も　
　
311

Ⅲ
　
文
学
に
つ
い
て

筒
井
康
隆
論　
文
学
は
差
別
と
戦
え
る
か　
　
334

津
島
佑
子
論　
い
か
に
兄
を
障
害
児
と
し
て
産
み
直
す
か　
　
358



　　x

角
田
光
代
論　
ふ
た
り
で
生
き
る　
　
378

村
田
沙
耶
香
と
多
和
田
葉
子
（
序
説
）　
惑
星
的
な
リ
ブ
の
た
め
に　
　
391

羽
田
圭
介
論　
ル
ー
チ
ン
ワ
ー
ク
の
文
学　
　
398

坂
口
恭
平
の
二
律
背
反　
　
407

法
月
綸
太
郎
論　

迷
ス
ト
レ
イ
・
キ
ャ
ッ
ト

い
猫
の
脱
構
築
の
た
め
に　
　
421

江
藤
淳 『
成
熟
と
喪
失
』 

に
つ
い
て
の
短
い
ノ
ー
ト　
　
432

柄
谷
行
人
論
・
序
説　
　
442

東
浩
紀 『
弱
い
つ
な
が
り
』 
に
寄
せ
て　
観
光
者
に
と
っ
て
倫
理
と
は
何
か　
　
466

中
上
健
次
と
空
族
の
映
画　
　
479

村
上
春
樹
と
歴
史
意
識　
『
騎
士
団
長
殺
し
』 

論　
　
510

文
芸
批
評
２
０
２
０　
　
524

秋
山
駿
の
小
石　
　
529

上
村
亮
平
の
微
光　
　
531

Ⅳ
　
書
評
集
＋bonustracks



xi　　目  次

Ⅳ
　
書
評
集
＋bonustracks

道
東
旅
行
記

│
ア
イ
ヌ
の
こ
と
、
少
し
ず
つ
　
　
576

歴
史
修
正
の
た
め
に
、
雑
然
と

│
福
岡
・
熊
本
旅
行
記
　
　
579

初
出
一
覧
　
　
582

大
澤
信
亮
『
神
的
批
評
』　
　
534

中
島
岳
志
『
秋
葉
原
事
件
』　
　
535

藤
田
直
哉
『
虚
構
内
存
在
』　
　
536

大
澤
信
亮
『
新
世
紀
神
曲
』　
　
537

中
島
岳
志
『
血
盟
団
事
件
』　
　
539

星
野
智
幸
『
夜
は
終
わ
ら
な
い
』　
　
540

山
城
む
つ
み
『
小
林
秀
雄
と
そ
の
戦
争
の
時
』　
　
543

九
龍
ジ
ョ
ー
『
メ
モ
リ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
』　
　
544

上
田
岳
弘
『
私
の
恋
人
』　
　
547

高
橋
弘
希
『
朝
顔
の
日
』　
　
550

木
村
友
祐
『
野
良
ビ
ト
た
ち
の
燃
え
上
が
る
肖
像
』　
　
551

栗
原
康
『
死
し
て
な
お
踊
れ
　
一
遍
上
人
伝
』　
　
554

宮
内
悠
介
『
あ
と
は
野
と
な
れ
大
和
撫
子
』　
　
555

上
田
岳
弘
『
塔
と
重
力
』　
　
555

安
藤
礼
二
『
大
拙
』　
　
559

井
口
時
男
『
蓮
田
善
明
　
戦
争
と
文
学
』　
　
561

木
村
友
祐
『
幼
な
子
の
聖
戦
』　
　
562

宮
崎
駿
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』　
　
565

宮
嶋
繁
明
『
橋
川
文
三
　
野
戦
攻
城
の
思
想
』　
　
566

温
又
柔
＋
木
村
友
祐
『
私
と
あ
な
た
の
あ
い
だ
』　
　
567

飯
田
有
子
『
林
檎
貫
通
式
』　
　
569

丸
山
正
樹
『
ワ
ン
ダ
フ
ル
・
ラ
イ
フ
』　
　
570

桜
庭
一
樹
『
小
説  

火
の
鳥  

大
地
編
』　
　
571

亀
山
郁
夫
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
　
黒
の
言
葉
』　
　
572


