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村
上
春
樹
『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
作
品
は
、

そ
れ
ぞ
れ
単
体
で
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
短
編
集
全
体
を

評
価
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
本
研
究
で
は
、
各
作
品
を
作
品
論
の

立
場
か
ら
分
析
す
る
。
ま
た
、
書
き
下
ろ
し
作
品
で
あ
る
「
女
の
い
な
い

男
た
ち
」
を
、
他
の
五
作
品
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
た
象
徴
的
な
作
品
で

あ
る
と
位
置
付
け
る
。
例
え
ば
「
ド
ラ
イ
ブ
・
マ
イ
・
カ
ー
」
で
描
か
れ

た
〈
視
点
の
転
換
〉
は
「
女
の
い
な
い
男
た
ち
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

エ
ム
の
死
が
、
エ
ム
の
夫
と
思
わ
れ
る
人
物
か
ら
告
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

「
僕
」
の
視
点
か
ら
転
換
さ
れ
た
エ
ム
を
想
起
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
し

か
し
、
他
の
五
作
品
と
の
共
通
項
が
存
在
す
る
こ
と
は
一
方
で
陳
腐
さ
を

生
み
出
し
て
い
る
。そ
の
陳
腐
さ
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
モ
チ
ー

フ
の
描
か
れ
方
が
異
な
る
こ
と
で
補
わ
れ
る
た
め
、
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を

ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
、
各
作
品
を
繋
げ
て
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら

か
に
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
各
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
村
上
春
樹

の
他
の
短
編
集
と
比
較
す
る
た
め
の
土
台
と
な
る
だ
ろ
う
。

杉
み
き
子
『
小
さ
な
町
の
風
景
』
に
収
録
さ
れ
た
中
の
、
中
学
校
国
語

科
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
６
作
品
（「
あ
の
坂
を
の
ぼ
れ
ば
」「
遠
い
山
脈
」

「
夜
の
く
だ
も
の
屋
」「
旗
」「
飛
べ
か
も
め
」「
に
じ
の
見
え
る
橋
」）を
扱
っ

た
。
作
品
の
物
語
モ
デ
ル
は
、
杉
氏
の
経
験
や
身
近
な
人
の
体
験
談
が
反

映
さ
れ
、
少
し
設
定
が
変
更
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
作
中
の
視
点
人
物

が
中
心
風
景
を
見
る
時
に
、
数
あ
る
風
景
の
中
か
ら
特
定
の
も
の
が
取
り

出
さ
れ
る
。
中
心
風
景
を
見
る
と
い
う
行
為
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
に
、
こ

の
中
心
風
景
は
視
点
人
物
の
思
い
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

中
心
風
景
を
見
る
こ
と
に
着
目
し
て
分
析
す
る
と
、
こ
の
行
為
の
前
後
に

お
い
て
視
点
人
物
の
心
情
変
化
が
起
き
た
（
あ
る
い
は
予
期
さ
れ
る
）
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
卒
業
論
文
）
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風
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星
新
一
の
提
示
し
た
「
未
知
と
の
遭
遇
」
で
は
、「
遭
遇
す
る
も
の
」

の
立
場
が
「
遭
遇
さ
れ
る
も
の
」
の
立
場
に
反
映
さ
れ
る
。

「
友
情
の
杯
」
で
は
、「
遭
遇
す
る
」
老
人
が
見
た
「
遭
遇
さ
れ
る
」
友

人
の
行
動
や
心
情
に
、
老
人
の
思
考
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
作
品
中
に
現

れ
る
友
人
は
老
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
服
を
着
た
ゾ
ウ
」
に
お
い
て
も
、

哲
学
的
人
間
像
を
持
つ
ゾ
ウ
と
生
物
学
的
人
間
像
を
持
つ
人
間
と
の
対
立

で
あ
り
、
人
間
の
脳
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
人
間
観
の
論
争
」
を
可
視

化
し
た
も
の
と
い
う
点
で
「
自
己
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。

「
繁
栄
の
花
」
に
お
い
て
も
、
方
法
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
相
手
を
蹂

躙
・
制
圧
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
と
も
に
同
じ
立
場
で

あ
る
。

SF

に
お
い
て
の
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
と
自
己
の
影
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、星
の
作
品
に
は
、他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
「
自
己
の
再
発
見
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
が
潜

ん
で
い
る
。

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
い
う
職
業
が
存
在
す
る
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た

る
が
、
情
報
を
伝
え
る
プ
ロ
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
朗
読
に
な
る
と

そ
の
理
屈
は
覆
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
ま
た
、
文
章

を
声
に
出
し
て
読
む
際
に
、
聞
き
取
り
や
す
さ
や
内
容
理
解
の
程
度
の
違

い
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
疑
問
を
覚
え
た
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

本
研
究
で
、
職
業
や
性
別
に
よ
っ
て
、
一
番
良
い
と
さ
れ
る
読
み
方
を
内

容
理
解
や
聞
き
心
地
等
の
観
点
か
ら
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
読
み
方
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
調
査
し

た
。調

査
方
法
と
し
て
、
ま
ず
朗
読
作
品
の
選
定
を
行
い
、
現
行
の
教
科
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
作
品
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
。
次
に
、
原
稿
を

作
成
す
る
た
め
の
、
漢
字
の
読
み
に
関
す
る
テ
ス
ト
を
実
施
し
た
。
こ
れ

は
、
読
む
際
に
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
漢
字
に
平
仮
名
・
片
仮
名
・
ル
ビ

等
の
処
置
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
稿
を
も
と
に
朗
読
の

録
音
を
行
っ
た
。
朗
読
対
象
者
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
男
女
各
一
名
、
小
学
校

教
員
男
性
一
名
、
幼
稚
園
教
諭
女
性
一
名
、
放
送
研
究
会
（
富
山
大
学
に

あ
る
サ
ー
ク
ル
）
の
男
女
各
一
名
（
以
後
、
小
学
校
教
員
と
幼
稚
園
教

諭
は〝

教
師〞
、
放
送
研
究
会
は〝

放
研〞

と
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
後
、
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作
品
を
更
に
絞
り
込
む
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
い
、
そ
し
て
、

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
も
と
に
作
成
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
使
用
し
、

録
音
資
料
を
聞
か
せ
、
調
査
を
行
っ
た
。
な
お
、
使
用
し
た
作
品
は
『
手

袋
を
買
い
に
』（
新
見
南
吉
）、『
み
ど
り
色
の
記
憶
』（
あ
さ
の
あ
つ
こ
）で
、

漢
字
の
読
み
に
関
す
る
テ
ス
ト
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
対
象
は
す
べ
て
富
山
大
学
に
通
う
学
生
で
あ
る
。

調
査
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
高
評
価
を
得
た
人
の
読
み

方
に
共
通
す
る
因
子
と
し
て
、「
会
話
文
で
声
色
が
変
化
し
て
い
る
」
と

い
う
も
の
が
挙
が
っ
た
。
ま
た
、
内
容
理
解
度
の
点
で
は
、「
情
景
が
想

像
で
き
る
」「
場
面
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
」
と
い
う
二
点
に
デ
ー
タ
が

集
中
し
て
い
た
。
反
対
に
低
評
価
に
多
か
っ
た
の
は
、

「
淡
々
と
読
ん
で
い
る
」「
速
す
ぎ
る
」「
滑
舌
が
悪
い
」の
三
点
で
あ
る
。

方
言
や
な
ま
り
は
、
読
み
手
と
聞
き
手
の
出
身
地
が
同
じ
で
あ
る
と
、
好

意
的
に
捉
え
ら
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

次
に
、職
業
ご
と
の
、朗
読
の
特
徴
に
つ
い
て
だ
が
、特
に
こ
れ
と
い
っ

た
も
の
は
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
男
女
と
も

に
教
師
・
放
研
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
の
項
目
で
高
評
価
を
得
て
お
り
、
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
は
情
報
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
朗
読
に
お
い
て
も
適
し
た
読

み
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
性
別
に
つ
い
て
は
、
女

性
の
ほ
う
が
よ
り
好
感
を
与
え
る
こ
と
が
調
査
に
よ
り
わ
か
っ
た
。

今
後
の
展
望
と
し
て
は
、
今
回
分
か
っ
た
特
徴
を
意
識
し
た
読
み
方
を

読
み
手
に
さ
せ
、
ど
の
要
素
を
ど
の
程
度
意
識
す
れ
ば
、
よ
り
良
い
朗
読

に
な
る
の
か
を
調
査
し
て
み
た
い
。

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
情
報
の
扱
い
方
に
つ
い
て
の
記
載
が
充
実
し

た
。
学
校
教
育
に
お
い
て
情
報
教
育
の
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
国
語
科
の
教
科
書
で
は
新
聞
を
題
材
と
し
て
扱
っ
た
教
材
が
多

く
あ
る
。
新
聞
を
用
い
て
中
学
校
の
国
語
科
で
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
研
究
の
テ
ー
マ
と

し
た
。

国
語
科
で
行
う
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
で
は
、
情
報
機
器
の
使

い
方
や
情
報
の
集
め
方
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
批
判

的
に
読
み
、
そ
れ
を
も
と
に
表
現
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る

の
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
力
は
、
新
聞
の
「
解
説
性
」
と
い
う

特
性
に
注
目
し
、
新
聞
記
事
の
読
み
比
べ
を
さ
せ
る
こ
と
で
指
導
で
き
る

と
考
え
る
。 

こ
れ
を
生
か
し
、
新
聞
の
新
た
な
読
み
比
べ
教
材
で
は
、
情
報
が
書
き

手
の
意
図
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
例
え
ば
赤
は
好
意
的
意
見
、
青
は
否
定
的
意
見
と
し
て

線
を
引
き
、
読
み
分
け
を
す
る
と
い
う
手
立
て
を
設
け
た
。
ま
た
、
自
分

が
新
聞
記
事
を
読
み
比
べ
て
情
報
の
扱
い
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
を
書
く

　
中
学
校
国
語
科
教
育
に
お
け
る

　
　
　
　
メ
デ
イ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
変
遷

　
　
―
平
成
期
中
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
新
聞
を
題
材
と
す
る
読
み
比
べ
教
材
を
中
心
に
―
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活
動
を
取
り
入
れ
た
。
こ
の
2
つ
の
活
動
に
よ
り
、
批
判
的
に
読
む
力
を

つ
け
、
情
報
の
扱
い
方
に
つ
い
て
学
び
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。国

語
科
で
行
う
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
で
は
、
情
報
機
器
の
使

い
方
や
情
報
の
集
め
方
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
批
判

的
に
読
み
、
そ
れ
を
も
と
に
表
現
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る

の
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
力
は
、
新
聞
の
「
解
説
性
」
と
い
う

特
性
に
注
目
し
、
新
聞
記
事
の
読
み
比
べ
を
さ
せ
る
こ
と
で
指
導
で
き
る

と
考
え
る
。


