
五
、
六
年
前
、
世
の
中
で
は
小
林
多
喜
二
の
『
蟹
工
船
』
が
歴
史
の
中
か

ら
甦
り
再
評
価
が
行
わ
れ
た
り
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
も
か
な
り
話
題
に
な
っ

て
、
漫
画
本
が
発
刊
さ
れ
、
新
し
い
映
画
や
演
劇
の
公
開
な
ど
が
あ
い
つ
い

だ
。
そ
の
影
響
で
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
文
学
研
究
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
た

感
が
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
こ
と
ば
や
そ
れ
ら
作
品
に
も
そ
れ

な
り
に
注
目
が
集
ま
っ
た
が
、
そ
の
ブ
ー
ム
も
去
り
、
現
在
、
格
差
社
会
、

貧
困
は
い
っ
そ
う
拡
大
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

再
評
価
の
動
き
は
停
滞
気
味
と
い
え
る
。

そ
ん
な
中
で
、
昨
年
（
二
〇
一
三
年
）
七
月
、「
立
命
館
大
学
文
学
部
人

文
学
研
究
叢
書
３
」
と
し
て
本
書
が
風
間
書
房
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
久
々
の

本
格
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
研
究
書
の
出
現
と
い
え
る
。「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
」「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
な
ど
、
二
〇
世
紀
前
半
ま

で
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
文
学
用
語
を
、
堂
々
と
書
名
に
掲
げ

な
が
ら
も
、「
身
体
」
と
い
う
比
較
的
新
し
い
知
の
領
域
を
導
入
し
て
、
独

自
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
再
検
討
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
佐
多
稲

子
、
葉
山
嘉
樹
、
中
野
重
治
、
小
林
多
喜
二
、
窪
川
鶴
次
郎
な
ど
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
史
上
高
い
峰
を
な
す
作
家
・
作
品
を
対
象
に
し
て
、
リ
ア
リ
ズ

ム
と
い
う
山
脈
の
意
味
を
問
う
て
い
る
。
果
敢
な
挑
戦
で
あ
る
。
以
下
、
各

章
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

序
章
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
い
わ
ば
総
論
に
あ

た
る
部
分
で
あ
る
。
日
本
近
代
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
変
容
を
自
然
主
義

か
ら
説
き
起
こ
し
、
ル
カ
ー
チ
や
福
本
和
夫
が
言
う
物
象
化
と
い
う
問
題
に

自
然
主
義
は
、
主
体
と
し
て
の
作
家
意
識
が
客
体
と
し
て
の
現
実
を
単
に
対

象
化
す
る
だ
け
で
断
絶
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
は
「
階
級
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
両
者
の
止
揚
と
い
う
形
で
実

践
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。」「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
単
に
現
実
認
識
や
創
作
の
手
法
に
関
す
る
議

論
な
だ
け
で
な
く
、
知
識
人
の
主
体
認
識
お
よ
び
主
体
構
築
に
関
わ
る
言
説

で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
」
と
す
る
著
者
の
こ

と
ば
は
、
本
書
が
何
を
論
じ
て
い
る
か
を
端
的
に
提
示
し
て
い
る
。

〔
書
評
〕

鳥
木
圭
太
著
『
リ
ア
リ
ズ
ム
と
身
体

│
│
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

大
和
田
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白
樺
派
に
お
け
る
知
識
人
と
民
衆
、
階
級
意
識
の
抜
き
が
た
い
宿
命
性
を

問
題
に
し
な
が
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
「
意
識
と
し
て
の
天
皇

制
」
こ
そ
が
文
学
的
課
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
点
を
鋭
く
指
摘
し

て
い
る
が
、
以
後
こ
の
問
題
は
継
続
し
て
詳
述
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

一
方
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
化
論
争
に
か
か
わ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
主
観
的

で
も
あ
り
意
識
と
現
実
を
重
層
的
に
統
一
す
る
も
の
と
し
て
、
組
織
論
と
不

可
分
の
関
係
か
ら
、
日
本
で
は
組
織
改
変
の
た
び
に
新
た
な
リ
ア
リ
ズ
ム
論

が
提
唱
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
新
鮮
で
あ
る
。
大
衆
と
い
う
現
実
が
真
に
大

衆
に
な
る
に
は
「
芸
術
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

中
野
重
治
の
確
た
る
認
識
へ
の
論
及
ほ
か
、
す
で
に
序
章
で
も
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
が
、
あ
と
は
「
諸
作
家
の
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
へ
の
距
離

を
測
定
」
し
て
い
る
各
章
に
移
り
た
い
。

第
一
章
「
物
象
化
へ
の
あ
ら
が
い
」
は
、
主
に
佐
多
稲
子
の
「
キ
ャ
ラ
メ

ル
工
場
か
ら
」
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
論
じ
て
き
た

作
品
で
あ
る
が
、
著
者
は
ま
ず
新
聞
や
資
料
を
博
捜
し
、
佐
多
が
少
女
時
代

働
い
て
い
た
キ
ャ
ラ
メ
ル
工
場
の
実
在
を
証
明
し
、「
女
工
募
集
」
の
新
聞

広
告
を
発
見
し
て
、
小
説
の
背
景
を
確
定
し
な
が
ら
、
同
時
に
物
語
を
た
ど

っ
て
「
機
械
化
」「
商
品
化
」
さ
れ
る
少
女
た
ち
の
「
身
体
」
を
焦
点
化
す

る
。
こ
の
作
品
は
た
し
か
に
「「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
以
前
の
、

き
わ
め
て
素
樸
な
描
写
手
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
作
品
」
に
違
い
な
い
が
、

労
働
の
実
態
や
立
ち
い
か
な
い
主
人
公
の
家
族
の
姿
が
、
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ

を
も
っ
て
描
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
従
来
か
ら
の
評
価
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
超
え
て
著
者
独
自
の
分
析
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
生
産
諸
関
係
に

お
け
る
物
象
化
理
論
を
援
用
し
、
主
人
公
の
日
常
描
写
と
そ
の
涙
こ
そ
が
、

自
ら
を
「
商
品
」
と
し
て
い
る
社
会
構
造
、
す
な
わ
ち
非
情
な
物
象
化
へ
の

抗
い
と
そ
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
正
面

か
ら
の
論
証
は
、
非
常
に
説
得
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
編
「
彼
女
等
の
会

話
」
で
は
、
す
で
に
組
織
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
注
入
」
さ
れ
る
が
、
そ

マ
マ

の
「
定
跡
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
と
す
る
梶
井
基
次
郎
の
時
評
を
テ

コ
に
し
、
作
者
に
お
け
る
現
実
意
識
と
階
級
意
識
の
間
で
の
「
主
体
構
築
」

の
困
難
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
、
新
し
い
論
点
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
射
程
」
は
、
葉
山
嘉
樹
「
淫
売
婦
」
を

と
り
上
げ
、
人
間
社
会
に
〈
地
獄
〉
を
垣
間
見
る
物
語
の
中
に
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
が
描
く
「
身
体
」
を
分
析
し
て
い
る
。
主
人
公
が
は
じ
め
性
の
対

象
と
し
た
穢
れ
た
女
は
、
実
は
「
被
搾
取
階
級
の
一
切
の
運
命
を
象
徴
す

る
」「
殉
教
者
」
だ
っ
た
と
い
う
「
発
見
の
物
語
」、
こ
の
従
来
の
解
釈
を
超

え
て
著
者
は
、
先
行
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
労
働
者
階
級
以
前

の
最
底
辺
に
い
る
男
た
ち
と
主
人
公
の
連
帯
が
、「
蟹
工
船
」
に
お
け
る
組

織
化
に
よ
る
「
ま
ま
な
ら
ぬ
身
体
か
ら
の
解
放
」
と
異
質
の
も
の
と
だ
と
分

析
す
る
。
さ
ら
に
「
極
限
の
状
況
に
置
か
れ
た
他
者
の
身
体
を
前
に
し
て
、

し
か
も
そ
の
身
体
が
自
ら
の
欲
望
の
対
象
と
な
り
う
る
と
き
、
い
か
に
行
動

す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
後
年
の
「
愛
情
の
問
題
」
な
ど
に
直

結
す
る
と
こ
ろ
の
、
個
人
感
情
を
階
級
的
運
動
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た

知
識
人
の
運
動
へ
の
反
措
定
と
し
て
「
淫
売
婦
」
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て

い
る
。
あ
る
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
像
を
性
愛
と
い
う
身
体
性
か
ら
み
る

視
点
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

鳥
木
圭
太
著
『
リ
ア
リ
ズ
ム
と
身
体
│
│
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
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第
三
章
「
感
情
と
階
級
意
識
」
は
「
怒
り
」
で
あ
る
。
久
米
正
雄
の
小
説

「
萬
年
大
学
生
」
を
批
判
し
た
中
野
重
治
の
詩
「
萬
年
大
学
生
の
作
者
に
」

に
お
け
る
「〈
怒
り
〉」
の
原
点
が
何
で
あ
る
か
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
「
京
都

学
連
事
件
」（
治
安
維
持
法
適
用
第
一
号
）
に
関
す
る
諸
メ
デ
ィ
ア
言
説
空

間
の
抑
圧
性
の
問
題
を
通
し
て
、
中
野
の
詩
の
価
値
を
論
じ
て
い
る
。
旧
友

が
学
連
事
件
に
連
座
し
た
こ
と
知
っ
た
久
野
（
久
米
）
は
か
す
か
な
同
情
心

を
起
こ
し
な
が
ら
「
微
苦
笑
」
を
も
っ
て
自
己
の
心
情
を
和
ら
げ
る
。
こ
の

「
微
苦
笑
」
と
は
、
つ
ね
に
彼
が
問
題
の
あ
り
か
を
回
避
曖
昧
に
し
、
無
化

す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
共
有
さ
れ
た
見
方
で
あ
る
。
中

野
は
そ
の
点
に
敏
感
で
、「
そ
れ
は
君
の
差
し
入
れ
を
必
要
と
し
な
い
」「
臭

い
作
家
よ
／
臭
い
萬
年
小
僧
よ
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
こ
の
詩
が
、
事
件
内
容
へ
の
無
知
に
加
え
、
勝
手
な
推
測
で
「
常
識
的
な

無
批
判
な
非
難
」
を
く
り
返
す
識
者
た
ち
の
抑
圧
的
言
論
状
況
を
撃
つ
一
矢

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

階
級
闘
争
の
中
に
変
革
主
体
の
意
識
革
命
が
進
行
す
る
と
い
う
福
本
イ
ズ

ム
に
影
響
を
受
け
た
中
野
は
、
福
本
理
論
を
乗
り
越
え
、
意
識
の
社
会
的
存

在
の
具
体
を
表
象
す
る
こ
と
が
芸
術
の
課
題
だ
と
認
識
し
た
。
労
働
者
の

「
悲
鳴
‐
号
泣
‐
闘
争
」
の
意
識
過
程
を
通
し
て
、「
芸
術
大
衆
化
論
争
」
以

前
、
あ
く
ま
で
も
知
識
人
の
主
体
変
革
を
め
ぐ
る
組
織
論
に
苦
闘
し
た
中
野

の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

第
四
章
「
組
織
論
と
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
小
林
多
喜
二
作
品
を
論
じ
た
章

で
あ
る
。
描
か
れ
る
工
場
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か

け
て
「
日
本
型
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
導
入
に
よ
る
「
生
産
形
態
の
新
局
面
を

背
景
と
し
た
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
労
働
者
階
級
の
新
し
い
文

化
・
生
活
・
意
識
形
態
の
創
造
を
め
ざ
す
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
場
」
だ
っ
た

と
い
う
認
識
か
ら
著
者
は
出
発
す
る
。「
工
場
細
胞
」
で
は
、
労
働
者
へ
の

身
体
・
意
識
に
及
ぶ
権
力
支
配
が
、「
オ
ル
グ
」
で
は
、
活
動
家
た
ち
の
身

体
（
意
識
）
を
め
ぐ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
が
描
か
れ
た
と
、
グ
ラ
ム
シ
や

「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
理
論
を
応
用
し
て
論
じ
る
。
一
方
、
貴
司
山
治
は
多
喜
二

と
並
行
し
て
、
独
自
に
「
英
雄
主
義
」
を
前
面
に
据
え
て
労
働
者
大
衆
の
感

情
に
受
容
さ
れ
る
作
品
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
一
面
で
は
蔵
原
に
代
表
さ
れ

る
組
織
論
と
結
び
つ
い
た
「
科
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
支
配
に
抗
す
る
両
者
の

試
み
で
あ
っ
た
と
見
る
。

「
党
生
活
者
」
は
、
従
来
私
小
説
と
し
て
身
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ

て
読
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
作
家
主
体
の
分
裂
を
論
じ
、
梶
井

基
次
郎
か
ら
「
シ
ン
パ
サ
イ
ザ
ー
小
説
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
淀
野
隆
三
の

「
一
年
の
記
録
」
の
分
析
・
対
比
を
通
じ
、「
階
級
の
感
情
の
」「
形
象
化
」

問
題
で
「
党
生
活
者
」
を
批
判
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
や
が
て
、
淀
野
の

小
説
の
背
景
に
は
、
ナ
ッ
プ
の
指
導
理
論
を
め
ぐ
る
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
が
、
運
動
面
か
ら
の
詳
述
が
ほ
し
い
と
も
思
っ
た
。

ま
た
、
虐
殺
直
前
の
多
喜
二
の
姿
を
描
い
た
貴
司
山
治
の
小
説
「
子
」
に

も
注
目
し
、
党
組
織
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
呪
縛
さ
れ
た
「
党
生
活
者
」
と
い

う
作
品
に
な
い
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
」
多
喜
二
を
形
象
化
し
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
貴
司
は
生
活
現
実
に
根
ざ
し
た
実
感
か
ら
出
発
し
、「
自
ら
の
身
体

性
を
通
過
さ
せ
」
た
と
い
う
が
、「
子
」
一
編
に
よ
る
対
比
・
論
証
に
は
、

や
や
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
。

六
四



第
五
章
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
行
方
」
は
、
ナ
ッ
プ
解
体
後
の
日
本

に
お
け
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
、
と
り
わ
け
そ
の
提
唱
者
の
一
人

で
あ
る
森
山
啓
を
批
判
的
に
摂
取
し
て
、
組
織
を
失
っ
た
運
動
を
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
で
の
闘
い
に
置
換
し
て
い
く
道
を
選
ん
だ
窪

川
鶴
次
郎
に
焦
点
を
当
て
た
論
で
あ
る
。
窪
川
は
蔵
原
惟
人
の
レ
ア
リ
ズ
ム

論
に
お
け
る
創
作
方
法
の
問
題
を
鋭
く
指
摘
し
、
状
況
と
は
な
れ
て
自
己
内

面
化
す
る
作
家
た
ち
と
通
俗
化
す
る
文
学
状
況
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と

い
う
。
す
な
わ
ち
当
時
、
四
人
称
・
饒
舌
体
・
社
会
化
さ
れ
た
〈
私
〉
と
い

う
創
作
方
法
を
「
文
学
主
義
」（
戸
坂
潤
）
に
お
け
る
通
俗
化
、
意
識
の
緩

み
と
見
て
、
そ
れ
に
批
判
的
だ
っ
た
窪
川
は

作
家
の
現
実
認
識
の
深
さ
、

意
識
と
現
実
の
相
互
交
流
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
思
想
、
そ
し
て
「
生
き
た

人
間
」
が
「
如
何
に
描
か
れ
て
い
る
か
」、
す
な
わ
ち
い
か
に
「
身
体
」
を

通
じ
て
作
品
が
創
造
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
重
要
視
す
る
。
運
動
再
建
に
孤

軍
奮
闘
す
る
窪
川
の
理
論
的
達
成
に
、
著
者
は
丁
寧
な
論
理
展
開
と
文
学
状

況
へ
の
目
配
せ
を
し
な
が
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
未
来
像
と
戦
後
の
社

会
主
義
文
学
運
動
に
も
耐
え
う
る
地
点
を
見
る
と
、
高
い
評
価
を
与
え
る
。

筆
者
も
、
た
と
え
ば
芸
術
的
価
値
論
争
へ
の
窪
川
の
理
解
は
す
ぐ
れ
た
も
の

だ
と
、
か
ね
て
か
ら
思
っ
て
い
た
の
で
こ
の
評
価
は
同
感
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
こ
に
各
章
に
通
底
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
論
の
あ
る
べ
き
方

向
性
を
、
著
者
は
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
が
本
書
の
内
容
だ
が
、
こ
う
見
て
く
る
と
時
系
列
的
に
作
品
、
作
家

を
配
し
て
い
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
論
の
書
で
は
な
い
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
で
は
何
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
蔵
原
惟
人
や

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
移
入
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
テ
ー
ゼ
を
基

盤
と
し
た
運
動
方
針
に
翻
弄
さ
れ
た
文
学
理
論
（
リ
ア
リ
ズ
ム
論
）
に
反

発
、
逸
脱
、
超
越
し
、
い
わ
ば
脱
規
範
化
し
た
「
身
体
」
を
表
象
す
る
作
品

群
の
発
掘
、
評
価
に
よ
っ
て
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

動
態
を
浮
き
彫
り
に
」（
序
論
）
し
た
点
に
本
書
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
の
際
、
評
価
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
「
身
体
化
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず

言
え
ば
「
こ
と
ば
の
ま
え
に
身
体
あ
り
き
」
の
姿
勢
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
涙
、
性
愛
、
怒
り
、
生
活
実
感
な
ど
の
表
象
を
通
し
て
、
作
家

た
ち
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
試
行
・
実
践
を
多
面
多
角
的
に
分
析
し
、
そ
の
可
能

性
を
模
索
し
、
研
究
の
新
地
平
を
切
り
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
多
稲
子
が
キ
ャ
ラ
メ
ル
工
場
を
や
め
て
ほ
か
の
下
働
き
労
働
を
し
て
い

る
こ
ろ
、
大
杉
栄
は
自
ら
の
民
衆
芸
術
論
で
何
よ
り
も
「
労
働
者
と
の
一
体

的
感
情
」
を
大
事
に
し
て
憎
悪
美
・
反
逆
美
を
描
く
よ
う
主
張
し
た
。
こ
れ

も
身
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
ま
つ
わ
る
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
九
〇
年
以

上
が
経
過
し
て
も
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
い
ま
も
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
で

あ
る
こ
と
を
、
本
書
は
教
え
て
く
れ
る
。

最
後
に
枝
葉
に
わ
た
る
が
、
引
用
文
が
旧
漢
字
（
正
字
）
の
ま
ま
で
表
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
あ
る
べ
き
字
が
所
々
新
漢
字
に
な
っ
て
お
り
、
む
し

ろ
新
漢
字
で
統
一
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

（
風
間
書
房

二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
発
行

Ａ
５
判
二
八
一
頁

本
体

価
格
六
五
〇
〇
円
）

（
お
お
わ
だ
・
し
げ
る

法
政
大
学
非
常
勤
講
師
）

鳥
木
圭
太
著
『
リ
ア
リ
ズ
ム
と
身
体
│
│
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

六
五


