
二

〇

一
二

年

度

文

学

会

賞

授

賞

卒

業

論

文

要

旨

愛
知
大
學
文
學
會

ゴ
ニ





映
画
の
異
常
な
記
号
ま
た
は
映
画
は
如
何
に
し
て

心
配
す
る
の
を
止
め
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

〇
九
L
四
二

八

影

山

虎

徹

私

は
、

バ

ル
ト

の

『
第

三

の
意
味

』

の
中

で
、

映
画

の
映
画

的

な

も

の
と
し

て
言
及

さ

れ

て

い
る

「鈍

い
意

味

」

の
記

号

に

つ
い
て
あ

る
疑

問

を
抱

い
た
。

そ

れ

は
、

バ

ル

ト

が
言

及

し

て

い
る

も

の
は
、

一
般
的

に
認

知

さ
れ

て

い
る
映

画

と

は
、

か
け
離

れ

た
も

の
で
あ

る

と
言
う

こ
と

だ
。

そ
れ

と
言

う

の
も

、

バ

ル
ト

は

こ

の
論

文

の
中

で
映

画

芸
術

の
重

要

な
特

徴

で
あ

る
時
間

性

を
排

除

し

て
議

論

を
進

め

て

い
る

か
ら

で

あ

る
。

バ

ル
ト

は
、

こ

の
論

文

執
筆

か

ら

10
年
後

、
著

書

『
明

る

い

部

屋
』

の
中

で
写

真

を
使

い
、
こ

の
記

号

に

つ
い
て
議

論

を
進

め

た
。

『第

三

の
意
味

』

執
筆

時

に
バ

ル

ト
が

映
画

論

に
お

い
て
言

及

し

て

い
る

の
は
、
も

は
や
映

画

で

は
な
く

、
写
真

に
近

い
も

の

で
あ

っ
た

。

こ

の
こ
と

か
ら
、

既

に

『第

三

の
意

味
』

執
筆

時

に
バ

ル
ト

の
念
頭

に
あ

っ
た
も

の
は
、
映

画

で

は
な
く

、
写

真

に
近

い
も

の

で
あ

っ
た

と
私

は
考

え

た
。
す
な

わ
ち

、
映
像

芸

術

に
関
す

る
考

察

に
お

い
て
、

バ

ル
ト

に
と

っ
て
は

「
時
間

」

は
重

要
な

契
機

で
は
な

か

っ
た

の
で

は
な

い
か
。

私

は
、

こ
の
仮
説

に
基

づ
き

、

バ

ル
ト

の
映

画

論

を
時

間
性

の
導

入

に
よ

っ
て
補

完

し
、

そ

の

こ
と

で

『
鈍

い
意

味

』
概

念

が
本

来
映

画

に
対

し

て
有

し

て

い
た

は
ず

の
射

程

を
明

ら

か

に
し
た

。

そ

の
中

で
、
私

は
、
ジ

ル

・
ド

ゥ

ル
ー
ズ

の

『
シ
ネ

マ
2

*
時

間

イ

メ
ー
ジ

』

に
お
け

る
仕

事

に
注

目

し

た
。

こ
の
著
書

の
中

で
、

ド

ゥ

ル
ー
ズ

が

論

じ

て

い
る
光

学
的

音

声
的

状
況

は
、

バ

ル
ト
が

エ
イ
ゼ

ン
シ

ュ
テ

イ

ン
の
映
画

の
中

か
ら

取
り

出

し
た

一
連

の

「鈍

い
意

味

」

と
近

い

も

の

で
あ

る
と

私

は
仮

定

し
た

。
な

ぜ

な

ら

ば
、

ド

ゥ

ル
ー
ズ

が

、

光

学
的

音
声

的

状
況

と

い

っ
て

い
る
映
像

(例

え

ば
、

小

津
映

画

に

お

け

る
静
物

)

は
、

紋
切

り

型

の
イ

メ

ー
ジ

を
取

り
除

き

、
真

の
イ

メ
ー
ジ

を
出

現

、
生

産
、

表
象

さ
せ

て

い
る

か
ら

で
あ

る

。
映
画

に

お

け

る

「鈍

い
意

味

」

は
、

や

は
り
時

間
性

と

切

っ
て
も
切

り
離

す

こ
と

の

で
き
な

い
映

画

の
中

に
生

ま

れ
、

そ

の

こ
と

が
映
画

の

「鈍

い
意

味

」
を
生

成

さ

せ

て

い
る

の
だ

と
言

え

る

の
で

は
な

い
か
。

三
三



三
四

バ

ル
ト

は
、

『
明

る

い
部

屋

』

の
中

で
取

り

上
げ

て

い
る

「
温

室

の
写
真

」

に
写

る
幼

少

期

の
母
親

を

見
た

と

き

に
、
自

分

が
全

く
見

た

こ
と

の
な

い
母
親

の
姿

で
あ

る

に
も
関

わ

ら
ず

、

そ

こ
に
真

の
母

親

の
姿

を

見

た
と
言

う

。

そ
し

て
、

バ

ル
ト

は

『
明

る

い
部

屋

』

の

中

で

《
そ

れ

は

H
か

つ
て

11
あ

っ
た
》

と

い
う

ノ

エ

マ
を
強

調

し

、

時

間

性

に

つ

い
て
触

れ

て

い
る
。

私

は
、

バ
ル
ト

の
写

真
論

は
映
画

論

に
も
充

分

に
応

用
可

能

な
も

の
で
あ

る
と
考

え

て

い
る
。

バ

ル
ト

の
関

心

は
、
映

画

よ
り

も

写
真

に
あ

っ
た

の
だ
と

言
う

こ
と

は
、

お

そ
ら

く

そ

の
通

り

で
あ

ろ

う

が
、

そ
れ

は

バ

ル
ト

の
テ
ク

ス
ト

論
的

関
心

が

シ

ニ
フ

ィ

エ
な

き

シ

ニ
フ
ィ

ア

ン
に
あ

っ
た

こ
と

も
関

係

し

て
い
る

の
だ

ろ
う

。

テ
ク

ス
ト

の
優

位
性

を

唱
え

た

バ

ル
ト

に
と

っ

て
、

映
画

に

お
け

る

「
鈍

い
意
味

」
、

写
真

に
お

け

る
プ

ン
ク

ト

ゥ

ム

の
解

明

は
、
作

者

の
意

図
と

関
係

の
な

い
と

こ
ろ

で
働

く
、

重
要

な
役

割

を
果

た
し

て

い
た
。

そ

し

て
、

「
鈍

い
意

味

」

よ
り

も
プ

ン
ク

ト

ゥ

ム

の
方

が

よ
り

、

顕
著

に
そ

の
特
性

が

現
れ

て

い
る
。

こ
れ

は
、
映

画

芸
術

と

写
真

芸

術

の
性
質

の
違

い
が
深

く
関

わ

っ
て
い
る

の
だ

と
私

は
考

え
た

。

に
組

み
込

ま

れ

て
し

ま

う
。

「
鈍

い
意
味

」

は
記
憶

の
片

隅

に
置

か

れ
、

そ

の
意
味

は
埋
没

し

て
し

ま
う

こ
と

に
な

る
。

よ

っ
て
、
映

画

に

お
け

る

「
鈍

い
意
味

」

が

そ

の
存

在

を
観
察

者

に
認

識

さ
せ

る
た

め

に
は
、

繰

り
返

し

カ
タ

チ
を
変

え

て
出

現

し
な

お
す

こ
と
が
要

請

さ

れ
る

の

で
あ

る
。
私

は
、
論

文

の
中

で
小

津
映

画

に
お

け

る
単
調

で
協

調
的

な
会

話

シ
ー

ン
と

ゴ

ダ

ー

ル
映

画

に

お

け

る

ソ

ニ

マ
ー

ジ

ュ
的
映

像

に
触

れ

、
作

品
内

に
お
け

る

「
鈍

い
意
味

」

を
分
析

し

た
。

写

真

に

お

い
て
、
プ

ン
ク

ト

ゥ
ム

は
消
滅

す

る

こ
と

が
な

い
。

な

ぜ
な

ら
ば

、

そ

の
記
号

は

一
回

性

の
も

の
で
そ

こ
に
あ
り

続

け

る
か

ら

で
あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

プ

ン
ク

ト

ゥ

ム

は
、

写

真

そ

の
も

の
を

乗

っ
取

り
写

真
全

体

に
対

し
、

常

に
優

位

で
あ
り

続

け

る

こ
と
が

で

き

る
。

そ
れ

に
対

し

て
映

画

の
記

号

は
す

ぐ

に
消

滅

し

、
物

語

の
中



P
O
P
が
消
費
者
の
購
買
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

〇
九
L
四

二
五
八

丹

羽

朋

子

本
研

究

で
は

、
P

O
P

広

告

の
提
示

が
消

費

者

の
購
買

行

動

に
及

ぼ

す
影

響

を
調

べ

る
こ
と

を
目
的

と

し
、

喫
茶

店

に
お

い
て

P
O

P

広

告

を
提
示

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

シ

フ
ォ

ン
ケ

ー
キ

の
売
り

上
げ

に
変
化

が
見

ら
れ

る
か

ど
う

か
を

調
査

し

た
。

P

O
a
.広
告

と

は

「P
o
in
t
o
f
p
u
r
c
h
a
s
e
a
d
v
e
rtis
in
g
」

S
頭

文

字

を
取

っ
た

略
語

で
、

日
本

語

で

は
購
買

時
点

広
告

と

訳

さ
れ

て

い
る
。

主

に
商
店

な

ど

に
用

い
ら

れ

る
販
売

促
進

の
た

め

の
広

告
媒

体

で
あ
り
、

商

品
が
顧

客

に

よ

っ
て
購

買

さ
れ

る
時

点

で

の
店

頭

コ

ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

・
ツ
ー

ル
を

指

し

て

い
る
。

P

O
P

広
告

は
発
信
媒

体

を
活

用

で
き

る
商

品

の
対
象

範

囲

が
広

く
、
商

品

の
造

形

パ

ッ
ケ

ー
ジ

と
比

較

し

て
販
売

活
動

を

行
う

者

が

自

由

に
創
造

・
発

信

す

る

こ
と
が
可

能

で
あ

る
。

ま

た
、

テ

レ
ビ
広

告

な

ど

の
手

段

と
比

較

し

て
安

価

な
取

り

組

み

で
あ

る

こ
と

か
ら

、

資

本
力

に
乏

し

い
企
業

を

含

む
幅
広

い
企
業

で
取

り
組

み
が
可

能

で

あ

る
。

本
研

究

を
行

お
う

と
考

え

た
動
機

と

し

て
、

ア

ル
バ
イ

ト
先

の
喫

茶

店

で
働

い
て

い
る
中

で
デ
ザ

ー

ト

の
売

れ

方

に
偏
り

を

感

じ
た
経

験

が
あ

げ

ら
れ

る
。

メ

ニ

ュ
ー
表

に
写
真

が
載

っ
て

い
る
商

品

が

よ

く

売

れ

る

の

に
対

し

、
他

の

デ
ザ

ー

ト

の
出

数

は
少

な

い

と
感

じ

た

。

そ

こ

で
、

メ

ニ

ュ
ー
表

に
写

真

が
載

っ
て

い
な

い
シ

フ

ォ

ン

ケ

ー

キ

の

P
O

P

広

告

を

提

示

し

、

見

た

目

や
値

段

の
情

報

を
わ

か

り
す

く
消

費

者

に
伝

え

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

シ

フ
ォ

ン
ケ

ー
キ

の

売

り
上
げ

に
変
化

が
見

ら

れ

る
か
ど

う

か
を

調

べ
る

こ
と

に
し
た

。

実

験

は

2

0

1
2

年

7

月

2

日

(
月

)

か

ら

8

月

5

日

(
日

)

ま

で

と
、

2

0

1
2

年

10

月

-

日

(
月

)

か

ら

H
月

4

日

(
日

)

ま

で

の
各

5

週

間

に
わ

た

り

行

っ
た

。

A
B

A
B

反

転

デ

ザ

イ

ン

を

用

い

て
、

1
.

3
.

5
週

目

は

べ

ー

ス

ラ
イ

ン

(
P

O
P

広

告

を

提

示

し
な

い
週

)
と

し

、

2
.

4
週

目

に

P
O

P

広

告

を
置

き

、

介

入
期

と
し

た
。

結
果

、

7

月

で
は

べ
ー

ス
ラ
イ

ン
①

と
介

入
①

の

シ
フ

ォ

ン
ケ

ー

キ

の
出

数

に
有

意
な

差

が
見

ら

れ
た
。

ま

た

10
月

で
は

べ
ー

ス
ラ

イ

ン
①

と

介
入
①

、

介

入
②

の
間

に
有

意
な

差

が
見

ら
れ

た
。

ま

た
7
月

と

10
月

全
体

の
介

入
期

と

べ
ー

ス

ラ
イ

ン
期

ご
と

の
シ

フ
ォ

ン
ケ

ー
キ

の
出

数

の
平

均

を
比

較

し
た
結

果

、
平

日

、
祝

・
休

三
五



三
六

日
と

も

に

ペ
ー

ス
ラ
イ

ン
期

よ
り

も

介

入
期

の

ほ
う

が
有
意

に
多

い

と

い
う
結

果
が
出

た

。

ま

た

P

O
P

広

告

の

な

い
他

の

デ
ザ

ー

ト

や
、

P

O
P

広

告

を

全
く

提
示

し

な
か

っ
た

姉
妹

店

の
シ

フ
ォ

ン
ケ
ー

キ

の
期
間

ご

と

の

出
数

に

は
有
意

な
差

が

見
ら

れ
な

か

っ
た
。

P

O
P

広

告

の
提

示
と

い
う

介

入
が

あ

っ
た
幸

田
店

の

シ
フ
ォ

ン
の
出

数

に

の
み

に
有
意

差

が
見

ら
れ

た

こ
と

か
ら

、

P
O
P

広

告

以
外

の
他

の
要

因

に
よ

っ
て

出

た
有
意

差

で
あ

る
可

能
性

は
低

い
と
言

え

る
。

以
上

の
こ
と

よ
り

P

O
P

広
告

の
効

果

が
あ

っ
た

と
言

え

る
。

本

研
究

の
結

果

よ
り

、
P

O
P

広

告

は
消
費

者

の
購

買
行

動

に
影

響

を
及
ぼ

す

こ
と

が
わ

か

っ
た
。

飲

食
店

に
お

い
て
、

売
り

上
げ

を

上
げ

る

こ
と

は
も

ち

ろ
ん
重

要

な

こ
と
あ

る
。

し

か
し

そ

れ
だ

け

で

な
く

、
商

品

の
売

れ
行

き

の
傾
向

を

把
握

し

て
お

く

こ
と

も
、
仕

込

み

や
食
材

の
発

注

と

い

っ
た
作
業

を

楽

に
し
、

営
業

を

円
滑

に
行

う

と

い
う
点

で
重

要

な

こ
と

で
あ

る
。

こ
の

P

O
P

広

告

の
効

果

を

利
用

す

れ
ば
、

生
産

の
都
合

や
商

品

の
利

益
率

と
連

動

し

て
、
意

図

的

に
売

れ
行

き

の
偏
り

を
作

り
、

店

の
経

営

に
貢
献

す

る

こ
と

が
可

能

か
も
し

れ
な

い
。

本

研

究

は

P

O
P

広

告

自

体

の
デ
ザ

イ

ン
に

は
特

に

こ
だ

わ

ら

ず
、
商

品

名
、

値
段

、

見
た

目

(写
真

)

と

い
う
情

報

を
伝

え

る

こ

と

を
重

視

し

た
。
本

研
究

で
P

O
P

広

告

の
効

果

は
見

ら
れ

た

の

で
、

今

後

は

P
O

P
広

告

自

体

の
デ
ザ

イ

ン
や
提

示

の
仕

方

な

ど

に

よ

っ
て
商

品

の
売

り

上
げ

に
影

響

が
見

ら

れ
る

か
ど

う

か
検
討

す

る
必
要

が

あ

る
。



健
常
児
と
発
達
障
が
い
児
の
色
彩
弁
別
能
力
比
較
研
究

お
よ
び
発
達
障
が
い
児
の
対
象
の
捉
え
方
の
改
善
研
究

〇
九
L
四
〇
四
七

伊

東

美

佳

本
研

究

の
目

的

は
、
大

き

く
分

け

て

二

つ
あ

る
。

第

一
の
目
的

は

健

常
児

と
発

達
障

が

い
児

に
対

し
色

の
弁
別

課

題

と
ジ
グ

ゾ

ー

パ
ズ

ル
を
用

い
て
、
色

の
弁

別

課
題

に
お
け

る
正

答

数

と
ジ
グ

ゾ

ー

パ
ズ

ル
制
作

過
程

に

お
け

る
生

起
行

動

を
指

標

と
し

、
両

者

の
能

力
比

較

を

す

る
と
同

時

に
発
達

障

が

い
児

の
色

に
対

す

る
弁

別
能

力

の
高

さ

が

対
象

の
特

定

の
部
分

に

こ
だ

わ

る
行

動

と
相

関
関

係

が
あ

る

か
を

分
析

す

る

こ
と

で
あ

る
。

第

二

の
目

的

が
ジ
グ

ゾ

ー

パ
ズ

ル
を

用

い

て
、

こ
だ

わ
り

が
強

い

傾
向

が
あ

る
発
達

障

が

い
児

に
対

し
、

言
葉

と
行

動

の
介

入

に
よ

っ

て
、

こ
だ
わ

っ
て

い
る
対
象

か
ら
異

な

る
対

象

に
目

を
向

け

て

い
け

ら

れ

る
よ
う

に
改
善

す

る

こ
と

で
あ

る
。

実

験
方

法

は
、
大

き
く

分

け

て
二

つ
の
実

験
を

行

っ
た
。

一
つ
は
、

小

学
生

の
健

常
児

と
発

達
障

が

い
児

を

対
象

と

し
、

P

C
C

S
カ

ー

ド

を
用

い
た

色

の
識
別

課
題

と

三
十

五

ピ
ー

ス
の
カ

ラ

ー
と

モ

ノ
ク

ロ
の
ジ
グ

ゾ

ー

パ
ズ

ル
を

用

い
た

パ
ズ

ル
課

題

に
よ

る
比

較
実

験

で

あ

る

(
今
後

、

こ

の
実

験

を

『
実

験

一
』

と
表

記

す

る
)
。

二

つ
目

は

、
発
達

障

が

い
児

の
み

を
対
象

と

し
、

部

分
的

こ
だ
わ

り
行

動

な

ど
の
行
動
に
対
し
て
介
入
を
行
い
、
よ
り
早
く
正
確
に
ジ
グ
ゾ
ー
パ

ズ
ル
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
カ
ラ
ー
の
二
十
四

ピ
ー
ス
と
四
十
八
ピ
ー
ス
の
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
を
用
い
て
、
実
験
者

の
言
葉
と
行
動
に
よ
る
介
入
実
験

で
あ
る

(今
後
、
こ
の
実
験
を

『実
験
二
』
と
表
記
す
る
)。

実
験
の
結
果
、
実
験

一
で
は
色
彩
弁
別
能
力
の
高
さ
と
こ
だ
わ
り

行
動
に
、
健
常
児
と
発
達
障
が
い
児
と
も
に
相
関
関
係
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
発
達
障
が
い
児
の
カ
ラ
ー
時
で
色
の
正
答

数
×
部
分
比
較
行
動

(本
研
究
で
指
定
し
た

『
こ
だ
わ
り
行
動
』
で

は
な
い
)
に
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、

下
位
分
析
で
は
色
の
識
別
課
題
の
分
析
と
パ
ズ

ル
課
題
の
分
析
を

行
っ
た
。
色
の
識
別
課
題
の
被
験
者
別
の
分
析

で
は
、
総
正
答
数
の

結
果
か
ら
健
常
児
と
発
達
障
が
い
児
に
色
彩
弁
別
能
力
の
差
は
な
い

こ
と
と
発
達
障
が
い
児
の
色
彩
弁
別
能
力
の
個
人
差
が
大
き
い
こ
と

が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
課
題
で
は
見
本
色

に
対
し
正
解
が
二
つ

存
在
す
る
た
め
、
両
者
の
一
問
正
答
数
と
二
間
正
答
数
を
比
較
し
た

と
こ
ろ
、
健
常
児
は
二
間
正
答
数
が
多

い
の
に
対
し
、
発
達
障
が
い

三
七



三
八

児
は

一
問
正
答
数
が
多

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
色
の
系
列
別

分
析
で
は
健
常
児
は
明
度
が
低
く
な
る
ほ
ど
弁
別
が
困
難
に
な
る
と

い
う

一
定
の
傾
向
が
あ
る
が
、
発
達
障
が
い
児
は

一
定
の
傾
向
が
な

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
パ
ズ
ル
課
題
の
被
験
者
別
の
分
析
で
は
、
モ

ノ
ク

ロ
時
行
動
生
起
数
の
被
験
者
の
違
い

(発
達
障
が
い
児
V
健
常

児
の
低
学
年

・
高
学
年
)
に
よ
る
ピ
ー
ス
試
行
錯
誤
行
動
と
年
齢
の

違
い

(発
達
障
が
い
児
の
低
学
年
V
高
学
年
)
に
よ
る
枠
概
念
無
視

行
動
の
生
起
数
に
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。
実
験
二
で
は
、
介
入
に

よ
り
こ
だ
わ
り
行
動
の
一
つ
で
あ
る
ピ
ー
ス
試
行
錯
誤
行
動
と
枠
概

念
無
視
行
動

(
こ
だ
わ
り
行
動
で
は
な
い
)
に
行
動
生
起
数
の
減
少

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
改
善
効
果
が
見
ら
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
、
全
体
的
に
半
分
ほ
ど
の
介
入
効
果
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
実
験

一
で
は
色
彩
弁
別
能
力
の
高
さ
と
こ
だ

わ
り
行
動
に
は
相
関
関
係
は
な
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
が
、
発

達
障
が
い
児
に
お
い
て
色
の
正
答
数
×
部
分
比
較
行
動

(こ
だ
わ
り

行
動
で
は
な
い
)
に
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は

パ
ズ

ル
を
制
作
す
る
際
に
パ
ズ
ル
の
線

(ピ
ー
ス
の
輪
郭
や
図
柄
)

で
は
な
く
、
ピ
ー
ス
内
の
色
彩
を
優
先
的
に
認
識
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
は
発
達
障
が
い
児
が

一
定
の
も
の
を
作
成
す
る
時
に
色

の
情
報
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
な
り
、
対
象
を
線
優
位
で

認
知
す
る
健
常
児
と
異
な
り
発
達
障
が
い
児
は
色
優
位
で
認
知
し
て

い
る
と
考
え
た
。
次
に
、
下
位
分
析
の
色
の
識
別
課
題
の
結
果
よ
り

健
常
児
と
発
達
障
が
い
児
に
色
彩
弁
別
能
力
に
差
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
発
達
障
が
い
児
の
個
人
差
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え

た
。
ま
た
、
発
達
障
が
い
児
が
二
間
正
答
数
よ
り
も

一
問
正
答
数
が

多
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
発
達
障
が
い
児
は
注
意
継
続
時
間
が
短
い

た
め
、
見
本
色
を
提
示
し

一
つ
目
の
色
は
集
中
し
て
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
二
つ
目
の
色
を
選
択
す
る
時
は
集
中
力
が
低
下
し
て

い
る
た
め
、
二
間
正
解
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
結
果
的
に
一
問
正
解

数
が
多
く
な
っ
た
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
パ
ズ

ル
課
題
の
結
果
よ
り

行
動
生
起
数
が
年
齢
の
違
い
に
よ
っ
て
差
が
見
ら
れ
た
枠
概
念
無
視

行
動
は
、
発
達
段
階
の
未
発
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
さ

ら
に
、
被
験
者
別
で
差
が
見
ら
れ
た
ピ
ー
ス
試
行
錯
誤
行
動
は
、
発

達
障
が
い
児
特
有
の
行
動
や
思
考
の
特
徴
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
た
。

実
験
二
で
は
、
介
入
の
効
果
が
全
体
的
に
半
分
ほ
ど
見
ら
れ
た
こ

と
か
ら
問
題
行
動
に
対
す
る
実
験
者
の
言
葉
と
行
動
の
介
入
の
効
果

が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
介
入
効
果
が
認
め
ら
れ
た
ピ
ー
ス
試

行
錯
誤
行
動
で
は
、
被
験
者
の
目
と
手
の
協
応
運
動
能
力
の
上
昇
が
、

枠
概
念
無
視
行
動
で
は
新
た
な
概
念
形
成
の
促
進
が
介
入
効
果
を
高

め
た
と
考
え
た
。
ま
た
、
介
入
す
る
際
に
一
度
制
作
を
止
め
さ
せ
、
被

験
者
の
視
線

(注
意
)
を
実
験
者
の
方
に
向
け
さ
せ
て
か
ら
言
葉
と
行

動

(主
に
指
差
し
)
に
よ
っ
て
介
入
を
行
う
、
聴
覚
的
と
視
覚
的
介
入

を
同
時
に
行
っ
た
こ
と
が
、
介
入
の
効
果
を
促
進
し
た
と
考
え
た
。

さ
ら
に
総
合
的
な
質
的
な
結
論
で
は
、
発
達
障
が
い
児
に
は
様
々

な
面
で
個
人
差
が
大
き
く
、
接
す
る
際
は
対
象

の
児
童
の
特
徴
に
合

わ
せ
て
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
対

応
の
際
は
対
象
と
な
る
児
童
の
考
え
を
受
け
止
め
て
肯
定
し
た
り
、

課
題
が
で
き
た
時
は
褒
め
る
な
ど
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
こ
と

で
、
発
達
障
が
い
児
の
自
己
肯
定
感
や
自
己
効
力
感
が
上
が
り
、
積

極
的
に
物
事
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。



子
ど
も
新
聞
の
発
行
形
態
と
動
向

〇
九
L
四

一
六
四

石

塚

夏

実

子
ど
も
新
聞
と
は
、

一
般
紙
の
内
容
を
子
供
向
け
に
分
か
り
や
す

く
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
に
小
学
生
向
け
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
本

論
文

で
は
新
聞
社
が
子
供
向
け
に
発
行
し
て
い
る
新
聞
を
子
ど
も
新

聞
と
定
義
し
、
新
聞
社
が
発
行
し
て
い
る
小
学
生
向
け
の
子
ど
も
新

聞
を
調
査
対
象
と
し
た
。
発
行
頻
度
や
発
行
形
態
は
各
新
聞
に
よ
り

異
な
る
。

今
回
調
査
し
た
中
で
最
も
古
い
子
ど
も
新
聞
は
1
8
7
6
年
に

童
蒙
新
聞
社
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た

「童
蒙
新
聞
」
で
あ
る
。
そ
の

後
、
1
9
3
6
年
に
大
阪
で

「大
毎
小
学
生
新
聞
」
が
1
9
3
7

年
に
東
京
で

「東
日
小
学
生
新
聞
」
が
創
刊
さ
れ
た
。
両
紙
は
後
に

統
合
さ
れ
現
在
の

「毎
日
小
学
生
新
聞
」
と
な
る
。
第
二
次
世
界
大

戦
後
多
数
の
子
ど
も
新
聞
が
創
刊
さ
れ
た
が
大
多
数
が
廃
刊
と
な
っ

て
い
る
。
1
9
6
7
年
に

「朝
日
小
学
生
新
聞
」
が
創
刊
さ
れ
た
。

2
0
0
8
年
に

「学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
が
行
わ
れ

(新
学
習
指

導
要
領
)、
小
学
校
で
は
平
成
23
年
4
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

各
授
業
に
お
い
て

「新
聞
の
活
用
」
が
明
記
さ
れ
、
新
聞
を
使
っ
た

授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
2
0
1
1
年
に
は
H
社
が
子

ど

も

新

聞

を

創

刊

す

る

な

ど

子

ど

も
新

聞

創

刊

ラ

ッ

シ

ュ
と
な

っ

た
。現

在

の
子
ど

も
新

聞

の
調
査

を
行

う
た

め

に
子

ど
も

新
聞

の
見
本

紙

を
入

手

し
紙
面

比

較

を
行

っ
た

。

現
在

子

ど
も
新

聞

を
発

行

し

て

い
る
新

聞
社

に
依

頼

状

を
発

送

し
、
北

海

道
新

聞

社

・
デ

イ
リ

ー
東

北
新

聞

社

・
東
奥

日

報
社

・
山
形

新
聞

社

・
河

北

新
聞

社

・
上
毛

新

聞
社

・
下
野

新
聞

社

・
山

梨

日
日

新
聞

社

・
福

井
新

聞

社

・
中

国
新

聞
社

・
高

知

新
聞

社

・
宮

崎

日
日

新
聞

社

・
大

分
合

同

新
聞

社

・
琉

球

新

報

社

・
沖

縄

タ

イ

ム

ス
社

・
京

都

新

聞

社

・
桐

生

タ

イ

ム

ス

社

・
山
陽

新

聞
社

・
北

國

新
聞

社

の
計

19
社

か

ら
見

本

紙

を
入
手

し

た
。

ま

た

、

毎

日

小

学

生

新

聞

・
朝

日

小

学

生

新

聞

・
読

売

K
O

D
O

M
O

新

聞

・
Y
O

M

O

っ
と

静

岡

は
別

途
購

入
し

た
。

記

事

を

「
ニ

ュ
ー

ス
」
・
「
学

校
」
・
「娯

楽

」
・
「
学

習
」
・
「広

告

」

と

い

う

5
項

目

に
分

類

し
、
量

(記

事

ス

°(
-

K
)
を
計

算

し

て
円
グ

ラ

フ
に
ま

と
め

た
。

日
刊

紙

に

つ
い
て

は
、
曜

日

に
よ

っ
て
掲

載

さ
れ

る

記

事

が

異

な

る

た

め

一
週

間

分

の
記

事

の
合

計

を

ま

と

め

た
。

2
0

1

2
年

5

月

14
日

か

ら

5

月

20

日

ま

で

の
毎

日
小

学

生

新

聞

三
九



四
〇

は

「
ニ
ュ
ー

ス
」
63

%
、

「
娯

楽
」

16

%
、

「
学

習
」

14

%
、

「
広
告

」

7
%
、

「学

校

」

0

%

で
あ

っ
た
。

ま

た

、
2

0

1
2

年

5

月

(
第

61
号
)

の
ち

ゅ
ー
ピ

ー

子
ど

も
新

聞

(中

国
新

聞
社

)

は

「
ニ

ュ
ー

ス
」

27
%

、

「娯

楽

」

23
%
、

「
学

校

」

21
%
、

「
学

習

」

18

%
、

「
広

告

」

H
%

で
あ

っ
た

。
今

回

調
査

を
行

っ
た
現

在

の
子

ど
も

新
聞

は

全

て
カ

ラ

i
印

刷

で
あ

っ
た
。

「
ニ

ュ
ー

ス
」

の
割

合

が

最

も
多

い

こ
と

は
共

通

し

て

い
る

が
、

「
ニ

ュ
ー

ス
」

以
外

の
項

目

の
割

合

は

各

新
聞

に
よ
り
異

な

る
。

日
本

新

聞
博

物
館

を

訪
問

し
、

所
蔵

し

て

い
る

過
去

の
子

ど

も
新

聞

12
紙

を

調

査

し

て
紙

面

比

較

を

行

っ
た
。

「
ニ

ュ
ー

ス
」
・
「
学

校

」
・
「
娯

楽

」
・
「
学

習

」
・
「
広

告

」
・
「
戦

争

関

連

」

と

い
う

6

項

目

に
記
事

を

分
類

し
、

量

(
記
事

ス
°C
--
K
)
を
計

算

し

て
円
グ

ラ

フ
に
ま

と

め

た
。

1

9
3
6

(
昭
和

H
)
年

12
月

23

日

(
第

2

号

)

の
大

毎
小

学
生

新

聞

は

「
ニ

ュ
ー

ス
」

50

%
、

「学

習

」

25

%
、

「娯

楽

」

18

%
、

「戦

争

関
連

」

7
%

、

「学

校

」
と

「
広
告

」

は

0
%

で

あ

っ
た
。

1

9
3

7

(
昭

和

12

)

年

8

月

15

日

の
東

日

小

学

生

新

聞

は

「
娯
楽

」

55

%
、

「
戦
争

関

連

」

43

%
、

「
ニ

ュ
ー

ス
」

2

%
、

「
学

校

」

と

「
学
習

」
、

「広

告

」

は

0
%

で
あ

っ
た
。

過

去

の
子

ど

も
新

聞

は
時
期

に
よ
り

記
事

構
成

が
全

く
異

な

る
。

過
去

の
新

聞

は

現
在

よ

り

も

「
娯

楽

」

の
割

合

が
高

く
、

「
広

告

」

の
掲

載

量

が
少

な

い
。

過

去

の
子

ど
も

新
聞

と

現
在

の
子

ど

も
新

聞

は
、

記
事

の
種

類

や

構
成

、

ス
タ

イ

ル
、

ル
ビ

が
付

い
て

い
る
と

こ
ろ
な

ど

は
基
本

的

に

変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
現
在
の
子
ど
も
新
聞
は
子
ど
も
記
者

な
ど
子
ど
も
参
加
型
の
新
聞
が
多
く
、
エ
ン
タ
メ
情
報
が
充
実
し
て

お
り
、
「～
だ
よ

・
～
だ
ね
」
な
ど
話
し
か
け
る
よ
う
な
表
現
が
多

く
用
い
ら
れ
た
子
ど
も
目
線
の
記
事
が
多
い
な
ど
子
ど
も
が
読
み
や

す
い
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
新
学
習
指
導
要
領
に
新
聞
の
活
用
が

明
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
子
ど
も
新
聞
の
発
行
が
増
加
し

た
。
子
ど
も
新
聞
は
今
後
も
教
育
方
針
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。



愛
知
県
知
多
市
日
長
地
区
に
お
け
る

ペ
コ
ロ
ス
産
地
の
形
成
過
程
と
現
況

〇
九
L
四
二
〇
九

浅

野

真

希

°(
n
n

K
は

一
口
大

の
小
球

タ

マ
ネ

ギ

で
あ

り
、

普
通

の
タ

マ
ネ

ギ

を
密

植
栽

培

し

て
生
長

を
抑

え

て
育

て
た
も

の

で
あ

る
。
特

徴

は

甘

味

が
強

い
こ
と

で
あ
り

、
高

級
食

材

で
需

要

の
少

な

い
食
材

で
あ

る
。

ペ

コ
ロ
ス

は
特

定

地

域

で
栽

培

さ

れ

る
作
物

の

ー

つ
で
あ
り

、

全

国
生

産

量

の

7

～

8
割

が
愛

知
県

知

多

市

日
長

地

区

で
生

産

さ

れ

て
い
る
。

本
稿

で

は
、
知

多

市

日
長

地

区

の
°(
n
n

K
産

地

を

と

り

あ
げ

、

°(
n

n
K
産

地

が
形
成

さ

れ
た

要
因

と

、
今

日
ま

で
産

地

を
維

持

し

て
き
た

要
因

を
探

っ
た
。

こ
の
上

で
、
独

占

的
な

産

地

の
形
成

過

程

や

そ

の
存

立
基

盤

に

つ
い
て

の
先
行

研
究

事

例

と
比

較

し

つ

つ
、

独

占
的

な
産

地

が
形
成

さ

れ
る
条

件

に

つ
い
て
検

討

を
行

っ
た
。

第

1
章

で

は
研

究

目

的

と

方

法
、

先

行

研

究

事

例

、

地

域
概

観

を
述

べ
、

第

2
章

で
は

日
長

地

区

に
お

け

る

ペ

コ

ロ

ス
産

地

の
歴

史

を

ま

と

め

た
。

日

長

地

区

に

ペ

コ

ロ

ス

が

導

入

さ

れ

た

の

は

1
9
1

9
年

頃

で
あ

る
。

し

か
し

、

ペ

コ

ロ
ス
の
生
産

者

が
大

幅

に

増

加

し

た

の

は

1

9

6
0

年

を

過

ぎ

た

頃

で
あ

り

、

こ
れ

は

臨

海

部

の
工
業

用
地

埋

め
立

て
に
よ

っ
て
海
苔

養

殖

が

で
き
な

く

な

っ
た

人

々
が
転

業

し
た

こ
と

や
愛

知

用
水

が

通
水

し

た

こ
と

が
理
由

で
あ

る
。第

3

章

で
は

栽

培

方

法

と
特

色

を
述

べ

た
。

日

長

地

区

で

の
ペ

コ
ロ
ス
栽

培

の
特
徴

と

し

て
、
自

家

採
種

が

あ
げ

ら

れ

る
。

こ
れ

に

よ

り
良

い
形
質

を

も

っ
た
球

が
選

抜

さ

れ
、
独

自

の
ピ

ン
ポ

ン
玉

状

の
丸

い
ペ

コ

ロ
ス
を
作

る

こ
と

が
可

能

に
な

っ
た

。
丸

い
普

通

の
タ

マ
ネ
ギ

を
密

植

し

て
も

、
規

格

に
合

う
丸

い
ペ

コ
ロ
ス
が

で
き

る
と

は
限

ら
ず

、
甘
味

も

違

う
と

い
う

。

ペ

コ
ロ

ス
栽

培

に
高
度

な

技
術

は
必
要

と

し
な

い
が

、
総

所
要

労
働

力

は

10
a
当

り

鵬
時

間
と
多

い
。

ま

た
、

ペ

コ
ロ

ス
は
小

さ

す
ぎ

る

た

め
栽

培

の
機

械

化

は

で
き
ず

、

日

長

地

区

で

の
ペ

コ

ロ

ス
栽

培

の

9

割

は
手

作

業

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に
、
労

働
集

約

的

で
あ

る

こ
と

が

ペ

コ
ロ
ス
栽
培

の
特

色

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

四

一



四
二

第

4
章
で
は
出
荷
形
態
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
当
初
か
ら
販
売

先
の
開
拓
と
確
保
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
、
ペ
コ
ロ
ス
栽
培
の
存
立

基
盤
と
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
生
産
量
や
生
産
者
数
、

出
荷
状
況
な
ど
に
触
れ
、
産
地
の
縮
小
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

第

5
章

で
は
、
ペ
コ
ロ
ス
産
地
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
行

っ
た
農
家

へ
の
聞
き
取
り
調
査
結
果
を
記
述
し
た
。
こ
の
調
査

に
よ
り
、
主
に
世
帯
主
と
そ
の
妻
が
ペ
コ
ロ
ス
を
栽
培
し
て
お
り
、

親
の
代
か
ら
引
き
継
い
だ
農
家
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
海
苔
養

殖
が
で
き
な
く
な
っ
た
後
、
工
業
都
市
化
の
影
響
に
よ
り
世
帯
主
が

会
社
員
と
な
り
、
父

・
母

・
妻
の
3
人
は
ペ
コ
ロ
ス
栽
培
を
行
う

と
い
う
労
働
形
態
を
作
り
だ
し
た
。
ま
た
、
栽
培
に
は
か
な
り
手
間

が
か
か
る
も
の
の
、
狭
い
作
付
面
積
の
割
に
は
農
家
が
暮
ら
し
て
い

け
る
十
分
な
収
入
が
得
ら
れ
る
作
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
か
つ

て
海
苔
養
殖
で
高
収
入
を
得
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
第
二
の
海
苔
養

殖
と
も
言
え
る
高
収
入
源
に
見
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
調
査
よ
り
、
①
出
荷
先
の
確
保
と
出
荷
体
制
の
整
備
が
早

期
に
で
き
て
い
た
こ
と
、
②

1
9
6
0
年
代
頃
の
工
業
地
帯
や
用

水
の
大
規
模
開
発
と
い
う
、
ペ
コ
ロ
ス
生
産
者
を
増
加
さ
せ
る
き
っ

か
け
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
狭
い
耕
地
面
積
で
も
十
分
に
収
入
が
得
ら

れ
た
こ
と
、
④
品
質
向
上
に
努
め
、
「日
長
の
ペ
コ
ロ
ス
」
と
し
て

取
引
先
に
信
頼
さ
れ
る
も
の
を
栽
培
し
出
荷
で
き
た
こ
と
が
、
日
長

地
区
が
ペ
コ
ロ
ス
の
産
地
と
し
て
成
立
し
た
要
因
お
よ
び
今
日
ま
で

産
地
を
維
持
し
て
き
た
要
因
と
結
論
付
け
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
既

存
の
研
究
成
果
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
要
因
を
裏
付
け
る
結
果
と

な
っ
た
。
現
況
と
し
て
は
、
産
地
の
縮
小
傾
向
が
み
ら
れ
る
た
め
そ

の
要
因
も
述
べ
、
今
後
も
定
年
退
職
者
を
呼
び
込
む
こ
と
を
積
極
的

に
行
い
、
品
質
を
保
ち
な
が
ら

一
定
の
量
を
出
荷
し
続
け
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
し
た
。



現
代
若
者
の
不
安
定
性

1
吉

田
修

一
『
日
曜
日
た
ち
』

を
め
ぐ

っ
て
ー

〇
九
L
四
二
四
〇

吉

岡

由

貴

X
10

1
0

年
九

月
、

李
相

日

監
督

に
よ

っ
て

『
悪
人

』

が
映

画
化

さ

れ
、

話

題

に
な

っ
た

吉

田

修

一
。

彼

の
描

く

主

人

公

た

ち

は
、

日

々

の
憂

轡

さ

の
な

か

に
微

か

な
光

を
見

出

し
な

が

ら
も

、
そ

の
光

は
今

に
も

消

え

て
し

ま

い
そ
う

な

あ

や

ふ
や

な
も

の

で
し

か
な

い
。

こ

の
よ

う

に
吉

田

は
、

簡

単

に

は
乗

り
越

え

ら

れ
な

い
現

実

を
描

き

、
彼

ら
を
取

り

巻
く

現
代

社
会

の
問
題

を
告

発

し

よ
う

と
し

て

い

る
の
か
も

し
れ

な

い
。

さ

て
、
本
論

で
扱

っ
た

『
日
曜

日

た
ち

』

は

『
小
説

現
代

』

に

二

〇
〇

二
年

六

月
号

か

ら
連
続

で
掲

載

さ
れ

た
短

編

集

で
あ

る
。

こ

の

作

品

は
、
様

々
な

地
域

か

ら
上
京

し

て
き

た
五

人

の
若

者

の
都
市

生

活

を
描

い
て
お
り

、
彼

ら

は
都
会

の
喧

騒

の
中

で
、
憂
欝

さ
と
疲

れ

を
感

じ

て

い
る
。

そ

の
様

子

は

翌

日

の
月
曜

日
を

思

う

と
憂

欝

で
、

何

か

い
や
な

こ
と

が
待

っ
て

い
る
よ
う

な

、
気

だ

る

い
日
曜

日

の
雰

囲
気

と

マ
ッ
チ
し

て

い
る
。

ふ

と
し

た
き

っ
か
け

で
彼

ら

は
七

、
八

年
前

の
自

分
を

回
想

し

、
そ

の
記

憶

の
中

に
出

て
く

る

の
が
二
人

の

兄
弟

で
あ

る
。
五

人

を

つ
な

ぐ
兄

弟

は
彼

ら

に
何

ら
か

の
気

づ

き
を

与

え
、
忘

れ

て

い
た

何

か
を
思

い
出

せ
そ

う
な

、

そ
ん

な
気

配

を
漂

わ

せ
る
。

本

論

で

は
、
主

人

公
た

ち

の
不

安
要

素

が
ど

こ
か
ら

来

て

い
る

の

か
、

ま

た

そ
れ

が
ど

の
よ

う
な

描

写

で
表
現

さ

れ

て

い
る

の
か

を
短

編
ご

と

に

み

て

い

っ
た
。

さ

ら

に
、
彼

ら

の
不

安
を

社
会

問
題

と
も

結

び

つ
け

る
た

め

に
、
貧

困
と

労
働

問
題

に

つ
い
て
述

べ

て

い
る
棚

沢
健

氏

の
文
章

や

、

『
労
働

経
済

白

書

』

(平

成

十

三
年
版

・
平

成

二

十

四
年
版

)

の
デ

ー
タ

を
引

用

し
た
。

ま
た

、

同
年

に
発

表

さ

れ

た

『
パ

レ

ー
ド

』

(幻

冬

舎

・
二
〇

〇

二
年

一
月

)

の
若

者

の
描

写

が
、

『
日

曜

日

た
ち

』

に
お

け

る
若

者

の
描

写

と
類
似

し

て

い
る

こ
と

を
指

摘

し
、

こ
の

二

つ
を
合

わ
せ

て

考

察

し

て

い

っ
た
。

以
下

に
各

短
編

の
論

点

を
説

明

す

る
。

「
日
曜

日

の

エ

レ
ベ
ー

タ

ー
」

で

は

『
パ

レ

ー
ド

』

の
良

介

の
セ

リ

フ
と
比

較

し
、
将

来

へ
の
不

安

と
、
他

人

と
付

き

合
う

際

に

「
あ

四
三



四
四

き

ら

め
」

が

つ
き

ま
と

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
を

述

べ
た
。

「
日

曜

日

の
被

害

者

」

で
七
、

八
年

の
歳

月

の
重

さ

が
、

若

さ

や

輝

き

を

失

っ
た

こ
と

に
気

づ

か

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
主

人

公

に

の
し
か

か

っ
て
く

る
様

子
が

描

か
れ

て

い
る
。

ま

た
、

若

さ
と
輝

き

を
失

っ

た

主
人

公

は
、
色

鮮

や

か
な
映

画

や
、

瑞

々
し

く

き
ら

き
ら

と
輝

い

て

い
る
葡
萄

の
描

写

な

ど
と

、
対

照
的

に
描

か
れ

て

い
る

こ
と

を
指

摘

し

た
。

「
日

曜

日

の
新

郎

た

ち

」

で

は
吉

田

の
作

品

に
し
ば

し
ば

登

場
す

る
九

州

の
方

言

に

つ
い
て
、
桐

野
夏

生

氏

と

の
対

談

や
酒

井

信

氏

の
論

を

引

用

す

る

な

ど

し

て
考

察

し

た
。

「
日
曜

日

の
運

勢

」

で
は

『
労
働

経
済

白

書
』

か

ら
新

卒
社

員

が

フ
リ

ー
タ

ー

に
な

る
割

合

な

ど

を

引

用

し
、

主

人

公

の

田
端

と
重

ね
合

わ

せ

て

み

て

い

っ

た

。

「
日
曜

日
た

ち

」

の
章

で

は
、

D

V
と

、
女

性

労

働

問
題

に

つ

い
て
論

じ

た
。

乃
里

子

の
よ

う
な

派
遣

社

員

の
扱

わ

れ
方
、

D

V
被

害

者

の
心
理

な

ど
に

つ
い
て
考
察

し

て
い

っ
た
。

最
後

に
、
登

場
人

物

の
持

つ

「
不
安

定

さ

」

は
私
た

ち

の
日
常

に

も

潜

ん

で

い
る

と

い
う

こ
と
、

ま

た
棚

沢
氏

の
論

か

ら
再

度

引

用

し
、

兄
弟

の
存

在

の
意

味

は
何

で

あ

っ
た

の

か

に

つ

い
て
考

察

し

た

。私

は
、

『
日
曜

日

た
ち

』

に
お

け

る
本

当

の
主
人

公

は
兄
弟

で
あ

る
と

考

え
、

「
嫌

な

こ
と
ば

っ
か

り

だ

っ
た

わ

け

で

は
な

い
」

と

い

う

最
後

の
文

章

は
、

兄
弟

の
心
情

で
あ

る
と
結

論
付

け

た
。

そ

の
理

由

は

、

兄
弟

の
歩

い
て

き

た
道

に

五
人

の
主

人

公

が

い

て
、
彼

ら

は
兄

弟

の
姿

と
自

分

の
姿

を
重

ね
合

わ

せ

る

こ
と

で
、
自

分

の
立

っ
て

い
る
場

所

の

「不

安

定

さ
」

に
気

づ
か

さ
れ

て

い
く

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ
の
兄
弟

は
五
人

の
主

人

公

に
と

っ
て
自

分

を

映

し
出

す

鏡

の
よ
う

な
存

在

で
あ

り

、
ま

た
、

そ

の
兄
弟

が
物

語

の

ラ

ス
ト

で

「嫌

な

こ
と
ば

っ
か
り

だ

っ
た

わ
け

で

は
な

い
」

と
語

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

そ

の
思

い
は
も

ち

ろ
ん

五
人

の
若
者

の
心

に
も
投

影

さ

れ

る
で
あ

ろ
う

と
考

え
た

た

め

で
あ

る
。

こ
の
結

論

は

ハ
ッ
ピ

ー

エ
ン
ド

の
よ
う

に
も

思

え
る

が
、

は
じ

め

に
述

べ
た

よ
う

に
、
彼

ら

の
見
出

し

た
光

は

い

つ
消

え

て
も

お
か

し

く

な

い
よ

う

な
あ

や

ふ
や
な

も

の

で
あ

る
。

つ
ま
り

彼

ら

の
不

安

は

完

全

に

は
解
消

さ

れ
ず

、

そ

の
不

安
定

さ

を
抱

え
な

が

ら
も

ま
た

次

の
月
曜

日

へ
と
進

ん

で

い
く
し

か
な

い
の

で
あ

る
。


