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文
学
に
お
け
る
「
表
現
」
の
問
題
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
日
本
近
代
文
学
史
上
で
は

ロ
レ
ン
ス
の
「
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
」
を
日
本
語
訳
し
た
伊
藤
整
と
そ
の
出
版
元

の
小
山
書
店
社
長
が
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
や
、
深
沢
七
郎
が
『
中
央

公
論
』
一
九
六
〇
年
十
二
月
号
に
発
表
し
た
「
風
流
夢
譚
」
を
き
っ
か
け
に
言
論
の
自

由
に
関
す
る
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
二
〇
一
八
年
に
北
条
裕
子
が

『
群
像
』
六
月
号
に
発
表
し
芥
川
賞
候
補
作
に
も
選
ば
れ
た
「
美
し
い
顔
」
が
過
去
に

刊
行
さ
れ
た
書
籍
と
類
似
す
る
箇
所
が
多
く
あ
る
と
剽
窃
の
疑
い
を
も
た
れ
た
こ
と
な

ど
、
と
か
く
表
現
内
容
の
問
題
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
一
九
八
〇
年
代

以
降
、
メ
デ
ィ
ア
が
多
様
化
し
、
文
学
に
お
け
る
表
現
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。

書
か
れ
た
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
お
も
に
出
版
と
い
う
表
現
技
法
で
発
達
し
て
き
た
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

は
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
口
誦
や
演
劇
に
も
通
じ
る
が
、
近
代
以
降
の
文
学
受
容
に

お
い
て
は
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
果
た
し
た
役
割
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
当
然
、
過
去
に
は

紙
媒
体
に
限
っ
て
も
写
本
や
絵
巻
な
ど
に
よ
る
文
学
表
現
が
存
在
す
る
が
、
日
本
で
は

明
治
十
年
代
以
降
の
活
版
印
刷
の
本
格
的
導
入
に
よ
っ
て
文
学
テ
ク
ス
ト
が
大
量
に
生

産
さ
れ
、
多
く
の
読
者
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
木
版
印
刷
と
は
、

刷
り
部
数
に
格
段
の
差
が
生
じ
た
。
多
く
の
人
々
の
手
に
本
が
渡
る
よ
う
に
な
り
、
読

書
形
態
も
ま
た
大
き
く
変
化
し
た（

１
）。

　

そ
の
後
、
約
一
五
〇
年
の
間
、
印
刷
技
術
は
さ
ら
に
向
上
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
出
版
メ
デ
ィ
ア
に
限
っ
て
も
、
文
字
や
イ
ラ
ス
ト
を
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ド
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地
図
を
例
に

た
だ
紙
に
印
刷
す
る
と
い
う
表
現
方
法
ば
か
り
で
な
く
、
写
真
の
印
刷
、
モ
ノ
ク
ロ
で

は
な
い
カ
ラ
ー
で
の
印
刷
、
特
殊
な
イ
ン
キ
を
使
っ
た
印
刷
、
箔
押
し
、
穴
を
開
け
る

な
ど
の
加
工
を
し
た
形
態
が
複
雑
な
も
の
、
工
夫
し
た
綴
じ
方
、
あ
る
い
は
印
刷
用

デ
ー
タ
を
流
用
し
た
電
子
媒
体
で
の
公
開
な
ど
、
そ
の
表
現
は
多
様
化
し
た
。
さ
ら
に

文
学
で
は
、
出
版
さ
れ
た
も
の
が
映
画
や
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
映
像
表
現
に
発
展
す
る
な

ど
、
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
る
原
作
も
あ
る
が
、「
出
版
」
と
呼
ば
れ
る
メ
デ
ィ

ア
は
ま
す
ま
す
拡
張
し
て
い
る
。
ケ
ー
タ
イ
小
説
、
ウ
ェ
ブ
上
の
投
稿
サ
イ
ト
で
発
表

さ
れ
る
小
説
な
ど
も
出
版
に
通
じ
る
文
学
表
現
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
文
学
の
表
現
を

メ
デ
ィ
ア
の
技
法
と
い
う
面
か
ら
考
察
し
た
い
。
メ
デ
ィ
ア
が
多
様
化
す
る
こ
と
で
そ

れ
ぞ
れ
が
影
響
し
あ
い
、
そ
れ
が
表
現
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
、
文
学
に
も
影
響
を
与

え
る
。

　

本
稿
で
は
、
多
様
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
い
ま
や
最
も
古
典
的
と
な
っ
た
と
い

え
る
紙
の
出
版
表
現
を
中
心
に
問
い
た
い
。
あ
ら
た
め
て
紙
の
出
版
に
お
け
る
文
学
の

表
現
に
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
文
学
の
な
か
で
出
版
の
表
現
が
ど
ん
な

働
き
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
具
体
的
な
事
例
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
書
き
手
だ
け
で
な
く
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
読
者
の
受
容
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
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る
「
帯
」
や
「
装
丁
」
を
含
め
た
「
表
紙
」
と
い
う
要
素
は
、「
本
を
選
ぶ
と
き
の
基

準
」
の
大
き
な
要
因
と
な
る
だ
ろ
う
。「
ジ
ャ
ケ
買
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う

に
、
読
者
（
購
買
者
）
が
そ
の
中
味
を
よ
く
見
な
い
で
、
外
見
だ
け
で
本
を
選
ぶ
こ
と

は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
ほ
か
に
も
「
文
字
の
大
き
さ
」「
本
の
大
き
さ
や
重
さ
」

と
い
っ
た
出
版
の
表
現
方
法
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
項
目
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

回
答
者
で
そ
れ
ら
を
「
本
を
選
ぶ
と
き
の
基
準
」
と
し
て
気
に
し
て
い
る
の
は
だ
い
た

い
二
割
か
ら
四
割
程
度
で
、
ほ
か
の
項
目
に
比
べ
て
も
あ
ま
り
差
は
な
い
。
だ
が
、

「
表
紙
」
は
読
書
を
決
心
さ
せ
る
材
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
項
目
が
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
に
な
る
よ
う
に
、
表
紙
や
文
字
の
大
き
さ
、

本
の
大
き
さ
や
重
さ
が
本
を
読
む
際
に
読
者
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
作
成
し
た
側
も
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
作
問
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
本
は
中
味
だ
け
で
な
く
外
見
の
表
現
も
読
書
に
お
け
る
動
機
と
な
る
。

　

二
〇
一
五
年
に
実
施
さ
れ
た
「
読
書
世
論
調
査
」（

４
）に
は
、「
あ
な
た
は
、
文
章
を
読

む
の
に
、
縦
書
き
と
横
書
き
の
ど
ち
ら
が
読
み
や
す
い
と
感
じ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問

が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
出
版
の
表
現
技
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
結
果
は
、
五
十
八

パ
ー
セ
ン
ト
が
「
縦
書
き
」
を
読
み
や
す
い
と
し
、
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
横
書
き
」

を
選
び
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
現
代
の
日
常
生
活
で
目
に
す
る
文
字
列
は
圧
倒
的
に
横
書
き
が
多
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、
読
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
は
、「
縦
書
き
」
を
選
択
す
る
の
が
過
半
数
な

の
で
あ
る
。
同
じ
テ
ク
ス
ト
を
縦
書
き
と
横
書
き
で
読
む
の
と
で
は
ど
う
変
化
が
あ
る

の
か
、
そ
の
解
明
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
人
読
者
の
多
く
が
「
縦
書

き
」
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

読
書
を
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
本
文
を
読
む
。
た
と
え
ば
小
説
も
、
物
語
や
文
字

に
よ
る
描
写
を
楽
し
む
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
一
般
的
な
読
者
の
姿
で
あ
ろ
う
。
表
現

内
容
を
読
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
紙
や
文
字
の
大
き
さ
、
本
の
大
き
さ
や
重
さ
、

あ
る
い
は
見
返
し
の
紙
の
色
、
カ
バ
ー
の
紙
や
本
自
体
の
手
触
り
、
扉
の
デ
ザ
イ
ン
、

目
次
の
文
字
の
配
置
、
柱
・
ノ
ン
ブ
ル
の
位
置
、
見
出
し
の
大
き
さ
、
字
詰
め
、
余
白

の
広
さ
／
狭
さ
…
…
。
本
の
場
合
は
、
本
に
付
随
す
る
す
べ
て
が
読
書
に
影
響
す
る
。

　

１　

モ
ノ
と
し
て
の
本
と
い
う
表
現

　

毎
日
新
聞
社
と
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
が
毎
年
お
こ
な
っ
て
い
る
「
学
校
読
書
調

査
」
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
「
本
を
選
ぶ
と
き
の
基
準
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
て
い
る（

２
）。「
あ
な
た
は
、
本
を
読
む
と
き
に
、
次
に
挙
げ
る
項
目
で
本
を
読
む
こ

と
が
ど
の
く
ら
い
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

「
表
紙
」「
本
の
題
名
」「
文
字
の
大
き
さ
」「
本
の
大
き
さ
や
重
さ
」「
本
の
値
段
」「
友

だ
ち
の
す
す
め
」「
家
族
の
す
す
め
」「
先
生
の
す
す
め
」「
世
の
中
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
人
気
や
評
判
」「
新
聞
・
雑
誌
や
テ
レ
ビ
で
の
紹
介
」「
好
き
な
作
家
」「
映
画
や
テ

レ
ビ
の
原
作
」「
本
の
内
容
」
の
十
三
項
目
に
つ
い
て
「
よ
く
あ
る
」「
と
き
ど
き
あ
る
」

「
あ
ま
り
な
い
」「
な
い
」
の
四
択
で
選
ぶ
の
が
、
こ
の
質
問
で
あ
る
。

　

こ
の
調
査
は
小
学
校
四
年
生
か
ら
六
年
生
、
中
学
生
、
高
校
生
を
対
象
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
一
位
、
つ
ま
り
本
を
読
む
と
き
、
選
ぶ
と
き
に
最
も
参
考
に
す
る
の
は
、

「
本
の
内
容
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
を

読
む
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
だ
か
ら
、「
内
容
」
で
選
ぶ
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
二
位
に
位
置
す
る
の
は
小
学
生
、
中
学
生
男
子
、
高
校
生
男
子
で
「
本
の

題
名
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
学
生
女
子
、
高
校
生
女
子
で
「
表
紙
」
で
あ
る
。
こ
れ

に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
位
に
「
本
の
題
名
」
を
挙
げ
て
い
た
小
学
生
、

中
学
生
男
子
、
高
校
生
男
子
も
三
位
に
は
「
表
紙
」
を
挙
げ
て
お
り
、「
本
の
内
容
」

や
「
本
の
題
名
」
と
い
っ
た
中
味
も
そ
う
だ
が
、
七
割
前
後
が
、
外
見
で
あ
る
「
表

紙
」
で
本
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

３
）。

　

表
紙
が
本
を
読
む
基
準
に
な
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
読
書
行
為
に
お
い
て
重
要
だ

と
い
え
よ
う
。
質
問
の
「
表
紙
」
と
い
う
項
目
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
そ
の
デ
ザ
イ

ン
な
の
か
、
文
字
の
書
体
な
の
か
、
イ
ラ
ス
ト
な
の
か
、
写
真
な
の
か
、
全
体
の
雰
囲

気
な
の
か
、
そ
れ
は
回
答
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で

は
本
と
い
う
物
体
を
、
内
容
と
切
り
離
し
て
回
答
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。『
読
書
世

論
調
査　

二
〇
一
五
年
版
』
で
は
「
近
年
で
は
、
人
気
漫
画
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

が
手
が
け
る
表
紙
や
、
有
名
人
・
著
名
人
の
推
薦
文
が
書
か
れ
て
い
る
帯
な
ど
目
を
引

く
装
丁
の
本
が
多
く
見
ら
れ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、「
読
み
た
い
」
と
思
わ
せ
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を
測
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
デ
ザ
イ
ン
が
き
れ
い
だ
、
レ
イ
ア
ウ

ト
が
読
み
や
す
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
本
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
限
っ
て
も
多
く
の
議

論
が
さ
れ
、
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
の
装
丁
や
デ
ザ
イ
ン
、
組
み
体
裁
の
技
術
を

ま
と
め
た
解
説
書
や
写
真
集
な
ど
も
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
感
覚
的
な
も
の
に
近
く
、

主
観
的
な
個
人
の
好
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
体
系
的
な
研
究
は
あ

ま
り
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
の
発
信
側
が
た
と
え
ば
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
な
ど
の
ビ
ジ
ュ

ア
ル
的
な
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
出
来
上
が
っ
た
本

か
ら
分
析
で
き
る
。
文
学
に
お
い
て
も
、
挿
絵
や
デ
ザ
イ
ン
、
造
本
も
読
む
対
象
と
な

り
、
分
析
す
る
対
象
と
な
り
得
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ピ
ル
ス
、
中
世
ド
イ
ツ
の
グ

ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
活
版
印
刷
の
聖
書
に
も
す
で
に
イ
ラ
ス
ト
が
入
っ
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
つ
く
り
手
が
そ
の
有
用
性
や
文
字
情
報
と
の
関
連
を
意
識
し
て
い
な
い

こ
と
は
な
い
。

　

日
本
で
も
、
た
と
え
ば
「
御
伽
草
子
」
の
冊
子
体
に
は
挿
絵
入
り
の
写
本
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
挿
絵
で
は
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
『
訓
蒙
図
彙
』
や
『
和
漢
三
才
図

会
』
と
い
っ
た
絵
入
り
百
科
事
典
が
木
版
印
刷
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
絵
が
中
心
の
出

版
物
で
あ
る
。
近
代
以
降
の
新
聞
小
説
で
は
挿
絵
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
挿
絵
は
本

文
の
読
み
を
助
け
る
た
め
と
い
う
理
由
で
付
さ
れ
た
も
の
で
、
文
字
が
主
、
挿
絵
が
従

と
い
う
関
係
と
し
て
、
活
版
印
刷
導
入
以
降
も
大
量
に
複
製
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
絵

が
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
め
ず
ら
し
い
こ
と

で
は
な
い
。

　

さ
て
、「
学
校
読
書
調
査
」
の
「
本
を
選
ぶ
と
き
の
基
準
」
の
結
果
を
契
機
に
、
そ

の
内
容
だ
け
で
な
く
本
の
本
文
以
外
の
要
素
、
形
態
が
読
書
に
関
わ
る
こ
と
、
本
文
以

外
の
要
素
に
は
イ
ラ
ス
ト
や
装
丁
、
印
刷
、
造
本
と
い
っ
た
表
現
技
法
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
次
節
で
は
、
そ
の
装
丁
が
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を

生
ん
だ
と
も
い
わ
れ
る
村
上
春
樹
の
小
説
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン

ダ
ー
ラ
ン
ド
』
を
取
り
上
げ
、
本
文
の
周
辺
情
報
と
思
わ
れ
が
ち
な
も
の
と
小
説
本
文

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
特
に
本
文
以
外
の
要
素
、
形
態
が
内
容
に
作
用

し
、
本
を
選
ん
だ
あ
と
の
読
書
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
地
図
と
い
う
表

現
を
考
え
て
み
た
い
。

あ
る
い
は
、
た
と
え
ば
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
小
説
の
場
合
は
、
そ
の
新

聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
記
事
に
も
影
響
さ
れ
よ
う
。
影
響
さ
れ
あ
っ
て
、

読
者
に
受
容
さ
れ
る
。
読
書
は
本
文
の
み
で
な
く
、
本
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
表
現
が

読
み
に
反
映
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

電
子
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
す
る
ま
で
、「
本
」
と
い
え
ば
紙
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
紙
に
印
刷
し
、
綴
じ
た
も
の
し
か
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
て
、
さ
ら
に
「
電
子
書
籍
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
一

般
的
に
な
っ
た
現
在
、「
本
＝
紙
に
印
刷
し
、
綴
じ
た
も
の
」
と
だ
け
で
定
義
す
る
こ

と
は
難
し
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
表
紙
は
な
い
。
文
字
の
大
き
さ
や

余
白
は
自
由
に
変
え
ら
れ
る
。
ペ
ー
ジ
と
い
う
概
念
は
な
い
。
重
さ
は
端
末
の
重
さ
と

い
え
よ
う
か
。
本
を
ひ
と
言
で
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
紙
の
本
が
も
と
も
と
単
純
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
絵
本
。
絵
本
は
、
決
し
て
子
ど
も
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
絵
本
を
読
む
と
す

る
と
、
絵
と
文
字
と
の
少
な
く
と
も
二
種
類
の
表
現
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
絵
本
な
ど
を
考
え
る
と
、
物
体
そ
の
も
の
が
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

が
読
む
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
飛
び
出
す
動
き
も
含
め
、
つ
ま
り
読
む
べ
き
は
本

全
体
な
の
で
あ
る
。
絵
と
文
章
に
主
従
関
係
が
な
い
よ
う
に
、
ほ
か
の
要
素
も
総
合
的

に
読
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
絵
本
の
祖
と
も
い
わ
れ
る
絵
巻
も
、
絵
と
文
字
が
書
き
込

ま
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
冊
子
と
違
っ
て
一
枚
で
一
覧
性
が
あ
る
。
広
げ
る
と
大
き
な
表

現
物
で
あ
る
。
出
版
物
の
ジ
ャ
ン
ル
は
分
類
の
し
か
た
に
よ
っ
て
い
く
つ
も
の
分
け
方

が
あ
る
が
、
文
学
（
文
芸
書
）
以
外
で
も
、
絵
本
、
漫
画
、
写
真
集
、
図
解
を
多
用
し

た
ビ
ジ
ネ
ス
書
な
ど
、
文
字
以
外
の
要
素
を
使
っ
た
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
さ

ま
ざ
ま
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
本
と
い
う
、
情
報
を
綴
じ
た
紙
の
束
の
受
容
は
読
者
が
み
な
同
じ
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
文
字
に
よ
る
情
報
の
受
容
だ
け
で
な
い
、
本
と
い
う
物
体
に
お
け
る

情
報
の
受
容
も
ま
た
確
実
に
あ
る
の
で
あ
る
。
読
者
が
本
を
選
ぶ
基
準
に
「
文
字
の
大

き
さ
」
や
「
本
の
大
き
さ
や
重
さ
」
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
い

え
よ
う
。

　

し
か
し
、
本
と
い
う
モ
ノ
の
存
在
が
読
者
の
読
み
に
ど
こ
ま
で
影
響
を
与
え
る
の
か
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ニ
ュ
ー
ア
ル
と
と
も
に
変
遷
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
先
に
、
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た

『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
年

は
そ
れ
ぞ
れ
の
初
刷
が
出
さ
れ
た
年
で
あ
る
。

（
Ａ
）
一
九
八
五
年
版
（「
純
文
学
書
下
ろ
し
特
別
作
品
」
新
潮
社
）

（
Ｂ
）
一
九
八
八
年
文
庫
版
（
上
・
下
、
新
潮
社
）

（
Ｃ
）
一
九
九
〇
年
版
（『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
７
９
–
１
９
８
９ 

④
』
講

談
社
）

（
Ｄ
）
一
九
九
九
年
版
（
新
装
版
、
新
潮
社
）

（
Ｅ
）
二
〇
〇
五
年
版
（
改
装
版
、
新
潮
社
）

（
Ｆ
）
二
〇
一
〇
年
文
庫
版
（
上
・
下
、
新
装
版
、
新
潮
社
）

　
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
は
こ
れ
ら
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
文
に
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
文
の
異
同
で
は
な
く
、「
本
」
に
異

同
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
表
現
を
問
い
た
い
の
で
あ
る
。
単
行
本
は
ど
れ
も
基
本
的

に
四
六
判
上
製
で
一
巻
、
文
庫
本
は
二
巻
構
成
で
あ
る
。
装
丁
に
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
も

変
更
が
あ
り
、
文
字
の
大
き
さ
も
時
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

地
図
の
種
類
も
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　

（
ａ
）
黒
地
に
銀
色
で
印
刷
さ
れ
た
折
り
込
み

　
　

（
ｂ
）
目
次
の
前
に
見
開
き

　
　

（
ｃ
）
オ
モ
テ
面
が
扉
、
ウ
ラ
面
が
地
図
の
折
り
込
み

　
（
ａ
）
は
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
と
（
Ｄ
）
で
使
わ
れ
て
い
る
。（
Ａ
）
で
は
オ
モ
テ
面
が

本
の
扉
に
な
っ
て
い
て
、
ウ
ラ
面
が
黒
色
と
銀
色
で
刷
ら
れ
た
地
図
と
な
っ
て
内
側
に

折
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、（
Ｂ
）
で
は
地
図
が
黒
色
の
紙
に
銀
色
で
印
刷
さ
れ
、
内
側

に
折
ら
れ
て
い
る
一
枚
で
あ
る
。
一
面
に
し
か
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
。（
Ｄ
）
も
仕
様

は
（
Ａ
）
と
同
じ
だ
が
、
扉
の
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
っ
て
い
る
。（
Ａ
）
と
（
Ｄ
）
に
は

　

２　

三
つ
の
地
図

　

村
上
春
樹
は
一
九
七
九
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
か
ら
電
子
メ
デ
ィ
ア
へ

の
変
化
を
体
感
し
て
い
る
作
家
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
自
身
が
日
本
の
文
壇
か
ら
距

離
を
置
い
て
い
る
と
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
史
上
へ
の
位
置
づ

け
が
難
し
い
作
家
と
も
い
え
る
。
い
や
、
時
代
が
、
あ
る
い
は
周
辺
の
社
会
環
境
が
、

こ
の
時
代
の
作
家
を
文
学
史
上
に
位
置
づ
け
さ
せ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
メ
デ
ィ
ア

の
変
容
も
、
そ
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
で
発
表
さ
れ
て
す

ぐ
海
外
で
翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
で
読
ま
れ
る
の
も
、
過
去
の
日
本
文
学
の
受
容
と
大
き

く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
は
村
上
春
樹
の
四
作
め

の
長
編
小
説
で
あ
る
。「
風
の
歌
を
聴
け
」、「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」、「
羊
を
め

ぐ
る
冒
険
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
〝
初
期
三
部
作
〞
の
あ
と
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
構

成
も
物
語
設
定
も
、
こ
れ
ら
と
ま
っ
た
く
趣
の
異
な
る
小
説
で
あ
る
。
ま
た
、〝
初
期

三
部
作
〞
が
講
談
社
の
文
芸
誌
『
群
像
』
に
発
表
さ
れ
た
あ
と
に
単
行
本
化
さ
れ
た
の

に
比
し
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
は
新
潮
社
で

「
純
文
学
書
下
ろ
し
特
別
作
品
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
般
的
に
雑
誌
で

一
度
発
表
さ
れ
た
小
説
が
単
行
本
化
さ
れ
、
さ
ら
に
文
庫
本
化
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
経
る
の
が
日
本
の
小
説
の
出
版
の
通
常
の
流
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
重
々
し
い
函
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
出
版
さ
れ
、
オ
ビ
に
は
「
笑

い
・
冒
険
・
思
想
の
三
重
奏　

小
説
の
面
白
さ
が
横
溢
し
た　

哀
し
く
て
楽
し
い
恐
怖

小
説
」
と
あ
る
。
四
六
判
上
製
、
約
六
二
〇
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

こ
の
小
説
は
一
九
八
五
年
に
一
巻
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
文
庫
版
が
上
・
下
二

分
冊
で
一
九
八
八
年
に
出
さ
れ
た
ほ
か
、
一
九
九
〇
年
に
は
『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
７
９
–
１
９
８
９ 

④
』
一
巻
に
一
作
の
み
が
収
録
さ
れ（

５
）、
さ
ら
に
単
行
本
も
一

九
九
九
年
に
「
新
装
版
」、
二
〇
〇
五
年
に
「
改
装
版
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
文
庫

版
で
も
、
新
装
版
が
出
さ
れ
て
い
る（

６
）。

　

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
小
説
に
付
さ
れ
て
い
る
地
図
で
あ
る
。

地
図
が
イ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
地
図
が
、
本
の
リ
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図（ａ）『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（新潮社、1985年）より

図（ｂ）『村上春樹全作品 1979-1989 ④』（講談社、1990年）より

「
装
幀
・
装
画　

司
修
」
と
あ
る
。（
Ｂ
）
に
は
「
カ
ッ
ト　

司
修
」
と
あ
る
。

　
（
ｂ
）
は
（
Ｃ
）
に
使
わ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
も
最
も

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。「
装
幀
・
地
図　

和
田
誠
」
と
あ
る
。（
ａ
）
に
は
「
地
図
」
と
入

っ
て
い
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。

　
（
ｃ
）
は
（
Ｅ
）
と
（
Ｆ
）
で
使
わ
れ
て
い
る
。（
Ｅ
）
に
は
「
装
画
・
地
図
・
挿
画

／
落
田
洋
子
」「
装
幀
／
新
潮
社
装
幀
室
」
と
あ
り
、（
Ｆ
）
に
は
「
カ
ッ
ト　

落
田
洋

子
」
と
あ
る
。（
Ｂ
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
文
庫
本
に
お
い
て
は
全
体
で
「
カ
ッ
ト
」

と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
（
Ｅ
）
で
は
オ
モ
テ
で
あ
る
扉
が
外
側
で
、
ウ
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け
で
な
く
、
イ
ラ
ス
ト
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
が
変
わ
り
、
地
図

の
雰
囲
気
が
ず
い
ぶ
ん
変
化
し
た
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、（
ｂ
）
は
シ
ン
プ
ル
な

表
現
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
が
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
村
上
春
樹
全
作
品
」
と

い
う
シ
リ
ー
ズ
に
入
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
違
い
は
「
風
の
歌
を
聴
け
」
の
イ
ラ
ス
ト
で
も
指
摘
で
き
る
。

初
出
誌
『
群
像
』
一
九
七
九
年
六
月
号
と
、
単
行
本
、
文
庫
本
、
そ
し
て
「
全
作
品
」

で
は
、
作
中
の
「
Ｎ
・
Ｅ
・
Ｂ
放
送
局
」
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
イ
ラ
ス
ト

が
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
三
種
類
の
イ
ラ
ス
ト
が
あ
る
。
ま
た
、「
羊
を
め
ぐ
る
冒

険
」
で
も
、「
羊
男
」
の
イ
ラ
ス
ト
の
有
無
で
違
い
が
あ
る
。
初
出
誌
『
群
像
』
一
九

八
二
年
八
月
号
に
は
イ
ラ
ス
ト
が
な
い
。
ほ
か
の
単
行
本
、
文
庫
本
、「
村
上
春
樹
全

作
品
」
に
は
同
じ
イ
ラ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ
ラ
ス
ト
に
違
い
は
な
い
。

本
文
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
表
現
の
異
同
は
こ
の
ほ
か
に
も
あ
る（

７
）。

一
般
に
、
初

出
時
と
単
行
本
化
し
た
際
で
の
挿
絵
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
文
芸
誌
で
は
た
い
て
い
小

説
の
冒
頭
に
カ
ッ
ト
が
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
行
本
で
は
削
除
さ
れ
る
。
こ
う
い

っ
た
本
文
以
外
の
要
素
の
違
い
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、

読
書
に
与
え
る
影
響
と
し
て
も
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
本
文

と
本
全
体
の
形
態
や
表
現
に
接
点
が
あ
る
と
す
る
と
、
形
態
や
表
現
の
違
い
が
作
用
し

て
読
者
の
読
む
内
容
に
も
差
異
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
地
図
で
注
目
す
べ
き

は
、
イ
ラ
ス
ト
の
タ
ッ
チ
だ
け
で
な
く
、
描
き
込
ま
れ
て
い
る
事
柄
も
異
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
図
に
は
イ
ラ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
そ
の
説
明
が
文
字
で
記
載

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
描
き
込
ま
れ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
も
説
明
も
変
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
旧
橋
」
と
い
う
文
字
。
こ
れ
は
（
ａ
）
に
な
い
。
作
中
に
登
場
す
る
橋

は
ほ
か
に
「
西
橋
」
と
「
東
橋
」
が
あ
る
が
、
同
様
に
橋
の
イ
ラ
ス
ト
は
描
か
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
字
に
よ
る
説
明
は
（
ａ
）
に
は
な
く
、（
ｂ
）
と
（
ｃ
）
で

は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、（
ａ
）
に
は
「
時
計
塔
」
の
あ
る
「
北
の
広
場
」
や

「
南
の
広
場
」
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、（
ｂ
）
や
（
ｃ
）
に
比
べ
て
文
字
に
よ
る
情
報

量
が
少
な
い
。（
ｃ
）
に
は
「
西
門
」
と
「
東
門
」
が
説
明
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る

ラ
面
に
あ
る
地
図
が
内
側
に
折
ら
れ
て
い
る
が
、（
Ｆ
）
で
は
逆
に
ウ
ラ
面
に
印
刷
さ

れ
て
い
る
地
図
が
外
側
に
折
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
基
本
的
な
形
態
だ
け
で
な
く
、
地
図
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目

し
た
い
。
つ
ま
り
、（
ａ
）
と
（
ｂ
）
と
（
ｃ
）
で
は
、
紙
や
印
刷
、
体
裁
が
違
う
だ 図（ｃ）『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』上（新潮文庫、2010年）より
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と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
「
僕
」
が
地
図
を
つ
く
る
物
語
と
も
い
え
る
。

　
「
僕
」
は
「
僕
」
の
分
身
で
あ
る
「
影
」
に
こ
う
い
わ
れ
る
。

　
「
い
い
か
い
、
よ
く
聞
い
て
く
れ
」
と
影
は
箱
の
中
の
釘
の
長
さ
を
調
べ
な
が

ら
言
っ
た
。「
ま
ず
こ
の
街
の
地
図
を
作
る
ん
だ
。
そ
れ
も
他
人
に
聞
く
ん
じ
ゃ

な
く
て
君
が
自
分
の
足
と
目
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
た
し
か
め
た
地
図
だ
。
目
に
つ
い

た
も
の
は
そ
こ
に
ひ
と
つ
残
ら
ず
描
き
こ
ん
で
く
れ
。
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も

だ
」

　
「
時
間
が
か
か
る
ぜ
」
と
僕
は
言
っ
た
。

　
「
秋
が
終
る
ま
で
に
俺
に
渡
し
て
く
れ
り
ゃ
い
い
」
と
影
は
早
口
で
言
っ
た
。

「
そ
れ
か
ら
文
章
の
説
明
も
ほ
し
い
。
と
く
に
く
わ
し
く
調
べ
て
ほ
し
い
の
は
壁

の
か
た
ち
、
東
の
森
、
川
の
入
口
と
出
口
、
そ
れ
だ
け
だ
。
い
い
ね
」

　
「
僕
」
の
地
図
づ
く
り
は
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
。
物
語
の
な
か
で
は
、「
図
書
館
の
女

の
子
」
に
「
何
故
あ
な
た
は
そ
ん
な
に
地
図
を
欲
し
が
る
の
？
」
と
聞
か
れ
た
り
、

「
老
大
佐
」
に
「
君
は
ま
だ
地
図
を
描
い
て
お
る
の
か
ね
」
と
聞
か
れ
た
り
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
「
僕
」
の
地
図
づ
く
り
を
疑
問
視
す
る
人
物
の
言
動
が
目
立
つ
。
地
図
は

自
分
の
行
き
先
を
見
つ
け
る
媒
体
で
あ
る
。「
僕
」
は
そ
れ
で
も
「
世
界
の
終
り
」
と

い
う
場
所
を
把
握
し
、
そ
の
な
か
で
の
自
分
の
位
置
を
確
か
め
る
た
め
に
地
図
を
描
く
。

　

石
原
千
秋
は
「
世
界
の
終
り
」
で
は
「
東
西
南
北
が
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い

る
」、「
は
っ
き
り
と
方
位
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
こ
う
述
べ
る（

８
）。

　
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
は
「
世
界
の
終

り
」
の
地
図
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
図
の
小
説
な
の
で
あ
る
。「
世
界

の
終
り
」
の
地
図
は
、「
壁
」
に
よ
っ
て
有
限
な
世
界
と
し
て
区
切
ら
れ
て
い
た

は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
地
図
に
は
「
東
の
森
」
と
い
う
「
辺
境
」
が
書
き
込
ま

れ
て
い
た
。「
辺
境
」
と
は
ま
ち
が
い
な
く
内
部
と
外
部
が
出
会
う
場
所
の
こ
と

で
あ
る
。
あ
る
い
は
内
部
の
端
だ
。
自
分
が
い
る
場
所
が
内
部
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
内
部
の
端
を
僕
た
ち
は
「
辺
境
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
辺
境
と
は
、
実
は
外
部
が

が
、（
ｂ
）
に
は
説
明
が
な
く
、
た
だ
「
世
界
の
終
り
」
を
囲
む
「
壁
」
に
切
れ
め
が

入
っ
て
い
る
だ
け
で
、
東
側
に
は
そ
れ
も
な
い
。（
ａ
）
に
は
「
西
門
」
が
「
門
」
と

だ
け
記
さ
れ
、「
東
門
」
の
説
明
は
な
い
。

　

地
図
に
お
け
る
大
き
な
違
い
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
の
最
後
で
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
場
所
で
あ
る
「
南
の
た
ま
り
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。（
ａ
）
で
は
描
き
込
ま

れ
て
お
ら
ず
、（
ｂ
）
で
は
「
南
の
た
ま
り
」
と
説
明
が
あ
り
、（
ｃ
）
で
は
「
水
の
た

ま
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
付
近
の
谷
に
つ
い
て
も
、（
ａ
）
で
は
「
小
さ
な
谷
」

と
な
っ
て
い
る
が
、（
ｂ
）
と
（
ｃ
）
で
は
「
深
い
谷
」
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
は

「
深
い
谷
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
し
、「
小
さ
な
」
と
「
深
い
」
で
は
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
異
同
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
違
い
は
あ
る
が
、
次
に
こ
の
地
図
と

い
う
表
現
を
小
説
に
付
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

す
な
わ
ち
、（
Ａ
）
か
ら
（
Ｆ
）
へ
と
こ
れ
ほ
ど
本
の
形
態
を
変
え
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
地
図
は
形
態
や
イ
ラ
ス
ト
を
変
え
て
ま
で
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ

の
地
図
を
、
読
者
は
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
。
し
ば
し
ば
登
場
人
物
一
覧
が
付
さ
れ
た

小
説
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
地
図
も
小
説
本
文
を
読
む
参
考
に
付
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。

あ
る
い
は
、
物
語
の
作
中
人
物
で
あ
る
「
僕
」
が
描
い
た
「
地
図
」
と
解
釈
す
る
の
か
。

単
な
る
挿
絵
と
し
て
、
本
文
と
の
あ
い
だ
に
主
従
関
係
を
設
定
す
る
の
か
。

　
（
ｂ
）
の
地
図
の
イ
ラ
ス
ト
は
本
の
見
開
き
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
が

紙
に
描
か
れ
た
地
図
を
示
し
て
い
る
か
よ
う
に
、
左
下
が
、
紙
が
め
く
れ
た
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
（
ｂ
）
に
は
、
地
図
の
見
開
き
の
前
の
ペ
ー
ジ
に
「
世
界

の
終
り　

地
図
」
と
記
載
さ
れ
た
扉
が
あ
る
。
次
の
ペ
ー
ジ
が
「
世
界
の
終
り　

地

図
」
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
ａ
）
と
（
ｃ
）
に
は
な
い
。（
ａ
）
と

（
ｃ
）
は
た
だ
地
図
が
折
り
込
み
で
付
さ
れ
て
い
て
、
何
の
地
図
か
は
小
説
を
読
ま
な

い
と
わ
か
ら
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

奇
数
章
が
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」、
偶
数
章
が
「
世
界
の
終
り
」。

そ
も
そ
も
「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
と
い
う
小
説
で

は
二
つ
の
物
語
が
交
互
に
進
ん
で
い
く
。
最
終
的
に
は
こ
の
二
つ
の
物
語
が
収
斂
し
て

い
く
の
だ
が
、
地
図
は
一
方
の
物
語
で
あ
る
「
世
界
の
終
り
」
の
も
の
で
あ
る
。「
世

界
の
終
り
」
は
、「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
の
「
私
」
の
中
の
物
語
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の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
因
と
い

え
ま
い
か
。
読
者
の
受
容
と
と
も
に
、
作
家
に
と
っ
て
も
、
地
図
の
存
在
は
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

同
じ
タ
イ
ト
ル
の
小
説
を
読
む
に
し
て
も
、
本
文
以
外
の
表
現
か
ら
情
報
を
得
る
こ

と
、
そ
れ
に
示
さ
れ
た
情
報
の
差
異
で
、
そ
の
小
説
の
読
み
は
異
な
る
。
本
の
形
態
や

本
文
以
外
の
要
素
の
存
在
が
読
書
、
あ
る
い
は
執
筆
に
果
た
す
役
割
は
大
い
に
あ
り
そ

う
だ
。

　

3　

拡
張
す
る
出
版
の
表
現
技
法
と
文
学

　

こ
の
よ
う
に
、
本
文
以
外
の
表
現
要
素
で
そ
の
読
み
を
変
え
る
例
を
見
て
き
た
。
紙

に
印
刷
さ
れ
た
文
字
だ
け
を
読
む
の
で
は
な
く
、
読
書
と
は
本
全
体
を
と
ら
え
、
総
合

的
な
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル

ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
を
取
り
上
げ
、
地
図
と
い
う
イ
ラ
ス
ト
、
し
か
も
一
部
で
は

折
り
込
み
の
付
録
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
表
現
が
小
説
の
読
み
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
の
か
を
分
析
し
た
。
細
か
な
出
版
の
表
現
の
違
い
で
読
者
に
与
え
る
も
の
が
異

な
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
よ
っ
て
違
う
読
み
が
生
じ
る

こ
と
を
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
紙
の
本
で
も
表
現
の
多
様
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
お
い
て
は

地
図
ば
か
り
を
扱
っ
た
が
、
ほ
か
に
異
同
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ラ
ス

ト
で
は
、
奇
数
章
の
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
も
バ
ー
ジ
ョ
ン
が

あ
る
。「
右
脳
」
と
「
左
脳
」
の
図
や
、「
シ
ャ
フ
リ
ン
グ
」
の
「
回
路
」
の
図
な
ど
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
大
き
な
差
は
な
い
。
ま
た
、
章
タ
イ
ト
ル
の
上
に
あ
る

デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い）

11
（

。

　

地
図
に
お
い
て
は
、
日
本
語
版
と
海
外
版
の
違
い
も
あ
る
。
村
上
の
小
説
は
世
界
各

国
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
装
丁
や
デ
ザ
イ
ン
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く

言
及
さ
れ
る
。
村
上
春
樹
の
顔
写
真
が
大
き
く
印
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
当
然

言
語
が
異
な
る
が
、
イ
ラ
ス
ト
も
異
な
る
。『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ

ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
地
図
で
い
え
ば
、
そ
の
版
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
作
成
し
て
い
る
も
の

内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
地
図
は
、「
辺
境
」
と

方
位
と
を
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
宇
宙
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

地
図
を
読
む
こ
と
で
小
説
の
読
み
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
地
図
が
、
作
中
の

「
僕
」
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
文
と
と
も
に
地
図
を
見
て
、

小
説
を
読
み
解
い
て
い
る
。

　
「
東
の
森
」
は
「
影
」
が
「
と
く
に
く
わ
し
く
調
べ
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
て
い
た
場

所
で
あ
る
。「
僕
」
が
「
探
索
」
し
、
眠
っ
て
し
ま
っ
た
場
所
。
眠
り
、
熱
を
出
し
、

二
日
間
も
寝
込
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
場
所
。
閉
じ
ら
れ
て
い
る
「
東
門
」
は
地
図
で

も
（
ｃ
）
に
し
か
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
壁
」
の
外
の
世
界
に
近
い
場
所
と
理

解
で
き
よ
う
。

　

地
図
に
は
、「
東
の
森
」
の
中
に
お
い
て
も
、「
僕
」
が
眠
っ
た
場
所
は
（
ｃ
）
で
は

「
草
地
」
と
説
明
さ
れ
、
廃
墟
や
井
戸
の
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
る
。（
ｂ
）
で
は

「
廃
墟
」
と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
イ
ラ
ス
ト
も
描
か
れ
て
い
る
。（
ａ
）
に
は
何
も
描

か
れ
て
い
な
い
。
新
し
い
地
図
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
の
部
分
は
丁
寧
に
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、（
ａ
）、（
ｂ
）、（
ｃ
）
す
べ
て
に
「
壁
」
の
外
に
あ
る
「
北
の
尾
根
」
と

「
東
の
尾
根
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
僕
」
が
「
壁
」
の
中
か
ら
見
え
た
外
の

世
界
を
描
き
込
ん
で
い
る
だ
け
と
理
解
で
き
よ
う
が
、
北
や
東
と
い
っ
た
方
角
が
石
原

の
い
う
「
辺
境
」
で
あ
り
、「
内
部
と
外
部
が
出
会
う
場
所
」
で
あ
り
な
が
ら
、
閉
じ

ら
れ
て
い
る
方
角
で
あ
る
と
読
み
と
れ
る
。
さ
ら
に
地
図
に
よ
っ
て
は
描
か
れ
て
い
る

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
西
に
は
「
門
」
が
あ
り
、
南
に
は
「
た
ま
り
」

が
あ
る
。「
世
界
の
終
り
」
の
物
語
の
最
後
で
は
、「
影
」
が
「
た
ま
り
」
に
飛
び
込
み
、

「
壁
」
の
外
に
出
る
が
、
西
と
南
は
「
壁
」
の
外
の
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
方
角
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
村
上
が
「
失
敗
作
」（

９
）と
し
、
単
行
本
化
も
せ
ず
、「
全
作
品
」
に
も
入

れ
な
い
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」）

10
（

は
、「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ

ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
の
偶
数
章
で
あ
る
「
世
界
の
終
り
」
の
も
と
に
な
っ
た
小
説
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
は
、
地
図
が
な
い
。
小
説
の
展
開
に
奇
数
章
の
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ

ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
地
図
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
も
、「
世
界
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う
特
集
を
組
ん
だ）

15
（

。
紙
の
出
版
物
は
滅
び
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
電
子
書
籍

元
年
」
と
い
わ
れ
た
二
〇
一
〇
年
か
ら
十
年
近
く
が
経
つ
が
、
電
子
出
版
が
そ
こ
ま
で

発
達
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
二
〇
一
七
年
の
紙
の
出
版
物
と
電
子
出
版
物
の
販
売

金
額
を
比
べ
る
と
、
紙
の
出
版
物
が
一
兆
三
七
〇
一
億
円
で
、
電
子
出
版
物
が
二
二
一

五
億
円
で
あ
る
。
紙
が
八
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
電
子
は
十
三
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
電
子
出
版
物
の
販
売
金
額
の
割
合
は
、
コ
ミ
ッ
ク
が
全
体
の

七
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
書
籍
が
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
雑
誌
が
九
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
コ
ミ
ッ
ク
の
割
合
が
大
き
い）

16
（

。
ほ
と
ん
ど
が
コ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

文
学
（
文
芸
書
）
は
ま
だ
圧
倒
的
に
紙
の
本
で
読
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
今
後
、
電
子
出
版
の
割
合
が
増
え
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き

に
、
文
学
に
お
け
る
出
版
の
表
現
は
ど
う
変
容
す
る
の
か
。

　

た
と
え
ば
、「
青
空
文
庫
」
な
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
だ
け
が
提
供
さ
れ
る
サ
イ
ト

で
本
文
を
読
む
場
合
、
基
本
的
に
そ
こ
に
挿
絵
な
ど
の
表
現
は
な
い
。
ま
た
村
上
春
樹

の
場
合
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
は
電
子
書
籍
化

さ
れ
て
い
な
い
。『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
や
、『
風
の

歌
を
聴
け
』、『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』、『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
と
い
っ
た
〝
初

期
三
部
作
〞
は
電
子
書
籍
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
が
、
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
小
説
は
、
ま
だ
電
子
書
籍
化
さ
れ
て
い
な
い）

17
（

。
と
は
い
え
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー

ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
が
も
し
電
子
書
籍
化
さ
れ
た
場
合
、
地
図
は
ど
う

な
る
の
か
。
ど
の
位
置
に
登
載
さ
れ
る
の
か
。
本
文
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
、
ど
う
地

図
を
見
る
の
か
。
そ
も
そ
も
地
図
は
ど
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
登
載
さ
れ
る
の
か
。
更
新
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
消
え
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
紙
の
本
と
い
う
モ
ノ
の
身
体
性

が
、
読
書
行
為
に
密
接
に
結
び
つ
く
問
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
た
と
え
ば
京
極
夏
彦
は
組
版
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
執
筆
す
る
こ
と
で
有
名
だ
が
、

作
家
が
書
体
や
文
章
の
改
行
位
置
な
ど
、
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
を
お
こ
な
う
と
す
る
な
ら
、

固
定
化
し
た
紙
の
書
籍
か
、
あ
る
い
は
電
子
書
籍
で
も
レ
イ
ア
ウ
ト
が
固
定
化
さ
れ
る

フ
ィ
ッ
ク
ス
型
で
な
い
と
、
そ
の
見
映
え
や
表
現
を
同
一
に
保
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

端
末
の
画
面
の
大
き
さ
な
ど
に
あ
わ
せ
て
自
動
的
に
レ
イ
ア
ウ
ト
が
変
更
さ
れ
、
ま
た

自
分
で
も
文
字
の
大
き
さ
や
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
で
き
る
リ
フ
ロ
ー
型
で
は
、
た
と
え

や
、
日
本
語
版
の
ど
れ
か
を
流
用
し
て
文
字
だ
け
置
き
換
え
て
い
る
も
の
な
ど
、
い
く

つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

　
「
世
界
の
終
り
」
の
地
図
の
異
同
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
、
そ
れ
を
刊
行
し
て
い
る

出
版
社
の
違
い
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
新
潮
社
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、（
Ｃ
）
は
講
談
社
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
著
作
権
上
の
問
題
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、（
Ｄ
）
か
ら
（
Ｅ
）、（
Ｆ
）
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
同
じ
新

潮
社
で
の
大
幅
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

　

ま
た
、
ど
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
本
文
の
前
に
目
次
が
あ
り
、
そ
の
前
に
地
図
が
あ
る
。

本
の
構
成
に
作
家
が
ど
こ
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
ど
こ
か
ら

が
作
家
の
領
域
で
、
ど
こ
か
ら
が
出
版
社
、
編
集
者
の
方
針
な
の
か
。
さ
ら
に
地
図
の

位
置
に
つ
い
て
は
、
読
者
が
ど
の
段
階
で
目
に
す
る
か
も
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
先
に

見
て
し
ま
え
ば
、「
ネ
タ
バ
レ
」
の
よ
う
だ
。
本
文
を
読
み
な
が
ら
同
時
に
見
る
と
な

る
と
、
造
本
段
階
に
お
け
る
工
夫
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
作
家
、
本
の
つ
く
り
手
、
読

者
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
本
文
以
外
の
要
素
は
別
の
意
味
を
も
つ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
小
説
だ
け
が
特
異
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
村
上
以
外
の
小
説
で

も
初
出
、
単
行
本
、
文
庫
、
全
集
で
異
同
が
生
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
地
図
と
い
う
比

較
的
大
き
な
表
現
物
を
分
析
し
た
が
、
造
本
や
形
態
、
イ
ラ
ス
ト
や
挿
絵
、
デ
ザ
イ
ン
、

あ
る
い
は
タ
イ
ト
ル
が
「
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
か
ら
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン

ボ
ー
ル
」
に
変
わ
る）

12
（

だ
け
で
、
受
容
の
変
化
が
起
こ
り
得
る
可
能
性
を
示
し
た
。

　

出
版
産
業
は
一
九
九
六
年
に
市
場
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後
は
規
模
が
縮
小
し
て

い
る
。
現
在
は
ピ
ー
ク
時
の
半
分
近
く
の
販
売
金
額
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る）

13
（

。
一
九
八

〇
年
代
以
降
、
メ
デ
ィ
ア
は
多
様
化
し
、
出
版
の
表
現
も
多
様
化
し
た
。「
世
界
の
終

り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
も
八
〇
年
代
の
小
説
で
あ
る
が
、
そ
の

後
の
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
は
分
類
し
に
く
い
。
九
〇
年
代
後
半
以
降
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
発
達
に
よ
っ
て
、
文
学
も
電
子
媒
体
で
読
ま
れ
る
機
会
が
増
え
た
。
し
か
し
、
そ
こ

に
紙
の
書
籍
と
の
受
容
の
違
い
は
な
い
か
。

　

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
と
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
ー
ド
・
カ
リ
エ
ー
ル
は
『
も
う
す
ぐ　

絶

滅
す
る
と
い
う
紙
の
書
物
に
つ
い
て
』
と
い
う
対
談
書
を
刊
行
し）

14
（

、
日
本
で
は
追
っ
て

雑
誌
『
Ｐ
ｅ
ｎ
』
が
「
も
う
す
ぐ
絶
滅
す
る
と
い
う
、
紙
の
雑
誌
に
つ
い
て
。」
と
い
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注（
1
）
前
田
愛
は
「
明
治
維
新
に
引
き
つ
づ
く
約
四
半
世
紀
は
、
日
本
人
の
読
書
生
活

が
大
き
な
変
革
を
迫
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
」
と
し
、
次
の
三
点
を
挙
げ
る
。

「
1　

均
一
的
な
読
書
か
ら
多
元
的
な
読
書
へ
（
あ
る
い
は
非
個
性
的
な
読
書
か

ら
個
性
的
な
読
書
へ
）」、「
2　

共
同
体
的
な
読
書
か
ら
個
人
的
な
読
書
へ
」、「
3　

音
読
に
よ
る
享
受
か
ら
黙
読
に
よ
る
享
受
へ
」（「
明
治
初
年
の
読
書
像
」『
近
代
読

者
の
成
立
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
）。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
永
嶺
重
敏

の
『
雑
誌
と
読
者
の
近
代
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
七

年
）
な
ど
で
も
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
印
刷
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
橋
口
侯
之
介
が

「
明
治
二
〇
年
問
題
」
と
呼
び
、
木
版
印
刷
か
ら
活
版
印
刷
へ
と
出
版
形
態
が
変

わ
る
な
か
で
起
こ
っ
た
問
題
を
考
察
し
て
い
る
（
日
本
出
版
学
会
出
版
技
術
・
デ

ジ
タ
ル
研
究
部
会
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
な
ど
）。

（
2
）『
読
書
世
論
調
査　

二
〇
一
五
年
版
』（
毎
日
新
聞
東
京
本
社
、
二
〇
一
五
年
）。

前
半
で
「
読
書
世
論
調
査
」
の
結
果
を
示
し
、
後
半
で
「
学
校
読
書
調
査
」
の
結

果
を
示
し
て
い
る
。「
学
校
読
書
調
査
」
は
一
九
五
四
年
の
学
校
図
書
館
法
施
行

を
き
っ
か
け
に
、
全
国
の
小
学
校
四
年
生
以
上
・
中
学
生
・
高
校
生
の
あ
わ
せ
て

九
学
年
の
男
女
を
対
象
に
、
子
ど
も
の
読
書
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
る
。「
読
書

世
論
調
査
」
は
全
国
の
十
六
歳
以
上
の
男
女
を
対
象
に
し
て
、
書
籍
・
雑
誌
、
新

聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
接
触
す
る
時
間
、
一
カ
月
に
読
む
書
籍
・
雑
誌

の
冊
数
な
ど
を
継
続
的
に
調
査
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
二
〇
一
五
年
版
」
で

は
、
二
〇
一
四
年
六
月
第
一
週
ま
た
は
第
二
週
に
、
全
国
の
小
学
四
年
生
か
ら
六

年
生
四
一
七
九
名
、
中
学
生
四
四
九
九
名
、
高
校
生
四
〇
六
五
名
を
対
象
に
調
査

を
お
こ
な
っ
た
「
第
六
十
回
学
校
読
書
調
査
」
の
結
果
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
報
告
は
『
学
校
図
書
館
』
二
〇
一
四
年
十
一
月
号
（
全
国
学
校
図
書
館

協
議
会
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
ち
な
み
に
、
四
位
は
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
す
べ
て
で
「
映
画
や
テ
レ
ビ

の
原
作
」
で
あ
る
。

（
4
）『
読
書
世
論
調
査　

二
〇
一
六
年
版
』
毎
日
新
聞
東
京
本
社
、
二
〇
一
六
年

（
5
）『
村
上
春
樹
全
作
品 
１
９
７
９
–
１
９
８
９ 

④
』（
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
）。

ば
挿
絵
や
図
な
ど
が
あ
る
場
合
、
そ
の
見
え
方
に
変
化
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　

そ
う
な
る
と
、
文
学
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
と

い
っ
た
よ
う
に）

18
（

、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
伝
わ
る
も
の
が
大
き
く
違
い
、
そ
れ
が
原
因
で

読
者
の
読
み
も
変
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

た
し
か
に
、
紙
の
固
定
性
は
読
む
際
に
安
心
感
を
与
え
る
し
、
ま
だ
紙
の
本
が
絶
え

る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー

ラ
ン
ド
』
の
地
図
で
あ
っ
て
も
、
紙
に
お
け
る
文
学
表
現
の
可
能
性
が
ま
だ
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
電
子
出
版
が
少
し
ず
つ
で
も
そ
の
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
出
版
の
表
現
は
拡
張
さ
れ
て
い
く）

19
（

。
紙
へ
の
印
刷
だ
け
で
な
く
、
電

子
端
末
に
お
い
て
お
こ
な
え
る
表
現
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
村
上
春

樹
の
「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
で
は
、
た
と
え
ば

「
手
風
琴
」
に
よ
る
「
ダ
ニ
ー
・
ボ
ー
イ
」
の
演
奏
が
音
楽
で
聴
こ
え
た
り
、「
獣
の

頭
骨
」
の
光
が
実
際
に
光
る
よ
う
に
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
は
ほ
か

の
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
各
メ
デ
ィ

ア
が
混
ざ
り
あ
っ
て
い
く
と
も
い
え
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
よ
り
、
表
現
技
法
に
も
多
様
性
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
さ
ら

に
、
ジ
ャ
ン
ル
の
再
編
成
を
生
み
、
受
容
も
多
様
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
単
純

に
、
文
芸
誌
掲
載
か
ら
単
行
本
化
し
、
文
庫
化
へ
と
進
む
小
説
の
出
版
の
サ
イ
ク
ル
は
、

多
様
化
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
環
境
に
適
さ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
読
者
の
受
容
の
ス
ピ

ー
ド
は
早
く
な
っ
て
い
る
。
出
版
を
あ
ま
り
規
定
せ
ず
、
表
現
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で

新
し
い
文
学
表
現
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
出
版
や
本
、
あ
る
い
は

読
書
の
定
義
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
変
容
し
て
い
く
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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の
部
分
に
手
を
入
れ
た
」
と
あ
る
。

（
12
）「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
は
、
初
出
の
『
群
像
』
一
九
八
〇
年
三
月
号

で
は
「
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
と
、
年
号
に
漢
数
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）『
出
版
指
標 

年
報　

二
〇
一
八
年
版
』（
全
国
出
版
協
会
・
出
版
科
学
研
究
所
、

二
〇
一
八
年
）。
一
九
九
六
年
以
降
の
出
版
産
業
の
変
容
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
出
版
産
業
の
一
九
九
六
年　

メ
デ
ィ
ア
の
ピ
ー
ク
と
変
貌
の
は
じ
ま
り
」

（『
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
』
十
九
号
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
14
）
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
ー
ド
・
カ
リ
エ
ー
ル
『
も
う
す
ぐ
絶

滅
す
る
と
い
う
紙
の
書
物
に
つ
い
て
』
工
藤
妙
子
訳
、
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ズ
、
二
〇
一
〇
年
（N

'espérez pas vous débarrasser des livres, 2009

）

（
15
）『
Ｐ
ｅ
ｎ
』
二
〇
一
四
年
十
二
月
一
日
号
（
Ｃ
Ｃ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス
）

（
16
）
注
（
13
）
に
同
じ
。

（
17
）
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
二
日
現
在
。

（
18
）
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
メ
デ
ィ
ア
論　

人
間
の
拡
張
の
諸
相
』
栗
原

裕
、
河
本
仲
聖
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
（U

nderstanding M
edia: 

T
he E

xtensions of M
an, 1964

）

（
19
）
内
沼
晋
太
郎
は
『
本
の
逆
襲
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年
）
で
「
こ
れ
か

ら
の
本
の
た
め
の
10
の
考
え
方
」
を
示
し
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
め
に
「
本
の
定

義
を
拡
張
し
て
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
７
９
–
１
９
８
９
』
が
全
八
巻
で

構
成
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
、
一
九
九
一
年
に
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
講
談
社

か
ら
刊
行
さ
れ
た
小
説
の
み
な
ら
ず
、
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
世
界
の
終
り

と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
な
ど
も
含
む
。
そ
の
後
、
同
じ
よ
う

に
『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
９
０
–
２
０
０
０
』
が
全
七
巻
で
構
成
さ
れ
、
二

〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

（
6
）「
新
装
版
」、「
改
装
版
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ

た
書
籍
の
巻
末
に
「
本
書
は
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー

ラ
ン
ド
』〈
純
文
学
書
き
下
ろ
し
特
別
作
品
〉（
一
九
八
五
年
六
月
一
五
日
発
行
）

の
新
装
版
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
書
籍
の
巻

末
に
「
本
書
は
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（
純

文
学
書
き
下
ろ
し
特
別
作
品
）（
一
九
八
五
年
六
月
十
五
日
発
行
）
の
新
装
版

（
一
九
九
九
年
五
月
三
十
日
発
行
）
の
改
装
版
で
す
。」
と
あ
る
。
二
〇
一
〇
年

刊
行
の
新
潮
文
庫
版
で
は
、
カ
バ
ー
の
背
に
「
新
装
版
」
と
入
っ
て
い
る
。

（
7
）「
風
の
歌
を
聴
け
」、「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」、「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
の

異
同
に
つ
い
て
は
、
山
崎
眞
紀
子
『
村
上
春
樹
の
本
文
改
稿
研
究
』（
若
草
書
房
、

二
〇
〇
八
年
）
に
く
わ
し
い
。
挿
絵
の
変
化
に
つ
い
て
も
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
石
原
千
秋
『
謎
と
き 

村
上
春
樹
』（
光
文
社
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）。「
地
図
の

上
の
自
我　

『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』」（『
國

文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究　

二
月
臨
時
増
刊
号　

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
・
村
上

春
樹
』
學
燈
社
、
一
九
九
八
年
）
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
9
）『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
７
９
–
１
９
８
９ 

④
』
の
挟
み
込
み
で
あ
る
「「
自

作
を
語
る
」
は
じ
め
て
の
書
下
ろ
し
小
説
」
で
は
「
失
敗
作
」
と
述
べ
、『
文
學

界 

一
九
九
一
年
四
月
増
刊
号　

村
上
春
樹
ブ
ッ
ク
』（
文
藝
春
秋
）
の
「
聞
き
書 

村
上
春
樹　

こ
の
十
年 

１
９
７
９
年
〜
１
９
８
８
年
」
で
は
「
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
作
品
」
と
語
っ
て
い
る
。

（
10
）
村
上
春
樹
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」『
文
學
界
』
一
九
八
〇
年
九
月
号

（
11
）『
村
上
春
樹
全
作
品 

１
９
７
９
–
１
９
８
９ 

④
』
の
挟
み
込
み
「「
自
作
を
語

る
」
は
じ
め
て
の
書
下
ろ
し
小
説
」
に
は
、「
本
全
集
収
録
に
際
し
て
い
く
つ
か
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Literature and Expression in Publishing: 
The Example of Maps in Haruki Murakami’s
Hard-Boiled Wonderland and the End of the World

Takashi MORI

　Literature is disseminated through the print media. In Japan, since the Meiji era (1863‒1912), 
the number of readers has significantly increased due to the introduction of movable-type 
printing. As media formats have diversified today, the way literature is accessed has changed, 
and this has impacted the importance of publishing and literature for society.
　This paper aims to explore the relation between literature and its expression in print media 
and in bound books, the most typical form of print media. While analyzing Haruki Murakami's 
novel Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, the paper examines the ways in 
which literature is expressed in print media, as well as the characteristics of literature in book 
form and the diverse means through which the public accesses it.

Key Words：publication, media, book, illustration, Haruki Murakami


