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柴
田
勝
二
著

『村
上
春
樹
と
夏
目
軟
石
-

二
人
の
国
民
作
家
が
描
い
た
<
日
本
>
』

祥
伝
社
新
書

二

〇
二

年
七
月

日
本
で
生
ま
れ
育
ち
､
一
定
の
教
育
を
受
け
た
者
の
中
で

｢夏
目
軟
石
｣

の
名
を
知
ら
な
い
も
の
は
お
そ
ら
-
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
日
本

国
内
の
み
な
ら
ず
､
日
本
文
化
に
興
味
が
あ
る
世
界
中
の
人
の
中
で

｢村

上
春
樹
｣
と
い
う
名
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
も
あ
ま
-
い
な
い
だ
ろ

う
｡
｢夏
目
准
看
｣
と

｢村
上
春
樹
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
彩

っ
た
二
人

の
名
前
は
'
近
現
代
日
本
文
学
史
を
彩
っ
た
数
多
-
の
作
家
の
中
で
､
近

代
の
始
ま
り
と
戦
後
と
い
う
二
つ
の
区
切
り
を
設
け
､
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

を
代
表
す
る
作
家
を

一
人
ず

つ
取
-
上
げ
よ
う
と
す
る
と
き
最
初
に
思

い
浮
か
ん
で
く
る
二
人
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
は
ず
だ
｡
そ
し
て
そ

の
背
景
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
生
き
て
い
た
日
本
と
い
う

(現
在
)
を
､

当
然
終
結
し
た
形
で
は
な
-
現
在
進
行
形
と
し
て
そ
の
時
代
の
中
で
捉

え
よ
う
と
試
み
て
い
た
､
と
い
う
共
通
点
が
存
在
す
る
と
い
う
着
想
が
本

書
の
基
調
を
成
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
着
想
は
､
著
者
の
講
演
な
ど
で
そ
の
肉
声
を
通
し
て
閏
-

機
会
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
'
著
者
を
知
る
人
に
は
親
し
み
の
あ
る
内
容
で

あ
る
が
､
著
者
本
人
が
あ
と
が
き
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
､
軟
石
と
春
樹

を

一
冊
に
纏
め
上
げ
て
論
じ
た
著
書
は
意
外
に
も
本
書
が
初
め
て
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
そ
の
執
筆
の
方
向
が
著
者
の
か
つ
て
軟
石
や
春
樹
を
取
り

上
げ
て
書
い
た
も
の
と
は
大
き
-
異
な
る
の
に
ま
ず
注
目
せ
ざ
る
を
得

な
い
｡

私
が
著
者
の
本
に
接
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
-
､
『軟
石
の

な
か
の

(帝
国
)
』
(翰
林
書
房
)
や

『中
上
健
次
と
村
上
春
樹
』
(東
京

外
国
語
大
学
出
版
会
)
な
ど
で
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
､

ま
ず
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
数
行
読
ん
で
い
-
う
ち
､
本
書
の
あ
ま
-
に
も
易

し
-
書
か
れ
た
文
体
を
目
に
し
､
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
｡
今
ま

で
の
著
者
の
ほ
か
の
著
書
は
徹
底
し
た
研
究
書
籍
で
あ
り
'
そ
の
読
者
層

が
ほ
ぼ
日
本
文
学
研
究
者
や
近
代
文
学
に
深
い
知
識
を
持

つ
も
の
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
本
書
は
軟
石
や
春
樹
が
､

小
説
と
い
う

一
般
に
も

っ
と
も
親
し
ま
れ
や
す
い
形
を
通
し
て
彼
ら
が

見
た
日
本
像
を
描
き
出
し
て
い
る
如
-
､
新
書
の
性
格
を
最
大
限
に
活
用

さ
せ
て
軟
石
や
春
樹
の
文
学
観
を
説
明
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ

た
｡
パ
ソ
コ
ン
や
ケ
ー
タ
イ
文
学
の
発
達
で
本
を
あ
ま
り
読
ま
な
-
な
っ

た
現
代
の
読
者
に
お

い
て
､
淑
石
や
春
樹
は
そ
の
名
前
こ
そ
知
ら
な
い
人

は
い
な
い
に
し
て
も
'
実
際
の
作
品
に
お
い
て
ほ
ど
れ
ほ
ど
幅
広
-
読
ま

れ
て
い
る
か
､
ま
た
作
品
に
内
在
さ
れ
て
い
る
真
意
は
伝
わ
っ
て
い
る
か

疑
わ
し
い
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
本
書
は
軟
石
と
春
樹
の
文
学
観
に

結
び
つ
-
作
品
を
取
り
上
げ
る
際
に
お
い
て
､
核
心
を
き
ち
ん
と
押
さ
え

な
が
ら
も
決
し
て
延
々
と
伸
ば
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
方
法
で
読
者
に
軟

石
や
春
樹
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
｡
そ
し
て
読

者
が
つ
か
み
始
め
た
物
語
の
全
体
像
を
基
に
'
そ
の
世
界
の
根
底
を
貫
い

て
い
る
二
作
家
の
世
界
観
を
説
明
し
､
た
と
え
実
際
軟
石
や
春
樹
の
作
品

を
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
が
､
二
人
の
世
界
に
つ
い
て
興
味
を
持
つ
読
者
が

本
書
を
手
に
と
っ
て
読
ん
だ
と
き
に
も
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
細

心
の
配
慮
が
配
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
｡

し
か
し
'

一
般
に
読
ま
れ
や
す
い
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
必
ず
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L
も

(
一
般
論
)
的
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
で

は
な
い
｡
著
者
が
明
か
し
て
い
る
如
-
､
軟
石
文
学
に
つ
い
て
は

｢近
代

的
自
我
｣
の
探
求
と
い
う
主
体
性
を
重
視
す
る
論
調
が
普
通
で
あ
り
､
春

樹
の
世
界
観
は
社
会
に
背
を
向
け
た
個
人
の
姿
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
､
本
書
は
そ
う
い
っ
た
作
法
が
使
わ
れ
て

い
る
の
は

｢日
本
｣
の
姿
を

｢括
-
た
め
の
方
法
的
な
主
題
性
で
あ
｣
る

と
は
っ
き
り
方
向
性
を
示
し
､
そ
の
示
さ
れ
た
方
向
か
ら
足
を
踏
み
外
す

こ
と
な
-
二
人
の
国
民
作
家
の
世
界
観
を
解
説
し
て
い
る
｡

本
書
の
企
図
が
既
存
の
著
書
の

｢
エ
ッ
セ
ン
ス
的
な
部
分
の
抽
出
｣
と

｢両
者
を
結
ぶ
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
｣
る
と
い
う
著
者
の
話
通
-
､

軟
石
や
春
樹
に
対
す
る
全
体
的
な
論
説
は

『軟
石
の
な
か
の

(帝
国
)
』

や

『中
上
健
次
と
村
上
春
樹
』

で
の
そ
れ
か
ら
大
き
-
変
わ
る
も
の
は
な

い
｡
し
か
し
､
本
書
の
特
に
注

目
す
べ
き
点
は
､
春
樹
の
最
新
刊
で
あ
る

『
I
Q
8
4
』
を
取
-
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡

軟
石
や
春
樹
の
描
い
た

｢日
本
｣
を
把
捉
し
て
い
-
過
程
で
､
ま
だ
発

売
さ
れ
て
間
も
な
い

『
I
Q
8
4
』
を
あ
え
て
取
-
上
げ
た
理
由
は
何
だ

ろ
う
か
.
新
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
上
'
春
樹
の
最
新
刊
に
対
す
る

一
般
読

者
の
興
味

へ
の
配
慮
と
も
読
み
取
れ
る
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
､

『
I
Q
8
4
』
を
執
筆
す
る
際
に
当
た
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ

る
父
の
死
､
そ
し
て
そ
れ
を
反
映
し
て
か
そ
の
描
か
れ
た
世
界
か
ら

｢時

代
や
歴
史
に
関
す
る
批
評
性
｣
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
､
春

樹
の

｢国
民
作
家
｣
か
ら
の
離
脱
を
懸
念
す
る
著
者
の
気
持
ち
か
ら

『
I

Q
8
4
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡

面
白
い
の
は
､
こ
の

『
I
Q
8
4
』
を
語
る
と
い
う
試
み
が
､
著
者
が

指
摘
し
て
い
る
軟
石
や
春
樹
の

八日
分
が
所
属
し
た
時
代
の
流
れ
を
捉
え

る
作
家
)
と
し
て
の
特
徴
と
類
似
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面

だ
｡
村
上
春
樹
と
そ
の
小
説
世
界
と
い
う
も
の
は
'
今
進
行
中
で
あ
る
ひ

と
つ
の

(時
代
)
に
例
え
ら
れ
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
本
書
に

取
り
上
げ
ら
れ
た

『
I
Q
8
4
』
自
体
が
B
O
O
K
3
で
話
の
結
末
が
つ

い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
側
面
が
あ
る
も
の
の
､
一
月
i

ll月
が
不
在

し
て
い
る
ま
ま
で
あ
る
こ
と
や
未
解
決
な
謎
が
相
変
わ
ら
ず
存
在
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
(未
完
結
)
な
､
(現
在
進
行
形
)
の
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
D
著
者
が
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
い
は
ず

は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
で
あ
り
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
進
行
中
で
あ

る
春
樹
の

『
I
Q
8
4
』
と
い
う

(時
代
)
を
あ
え
て
取
り
上
げ
､
そ
こ

で
覗
か
せ
て
い
る
変
質
の
可
能
性
を
､
澱
石
が
冒
露
戦
争
以
降
目
ま
ぐ
る

し
-
変
わ
っ
て
い
-

｢日
本
｣
と
い
う
近
代
国
家
に
向
け
た
眼
差
し
の
如

-
'
ま
た
春
樹
が
六
十
-
七
十
年
代
と
い
う
激
変
の
時
代
を
そ
の
時
代
の

中
で
眺
め
よ
う
と
し
た
よ
う
に
､
著
者
は
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
こ
の
側
面
こ
そ
､
著
者
の
既
存
の
著
書
と
は
異
な
る
本
書
の

持

つ
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
-
､
価
値
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

(朴
翰
彬
)
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