
今
年
の
３
月
25
日
か
ら
ほ
ぼ
１
週
間
に
わ
た
っ
て
、
東
京
、
神
戸
、
札
幌
で
、
世
界
中
の
村
上

春
樹
作
品
の
翻
訳
者
を
招
待
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
春
樹
を
め
ぐ
る
冒
険
―
―
世
界
は
村
上
文

学
を
ど
う
読
む
か
」
が
開
催
さ
れ
た
。
作
家
や
芸
術
家
と
違
い
、
ふ
だ
ん
日
の
あ
た
ら
な
い
場
所

で
仕
事
を
し
て
い
る
翻
訳
者
た
ち
に
脚
光
を
当
て
、
彼
ら
の
目
を
通
し
て
日
本
文
学
が
国
際
的
に

ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
成
功
し
た

催
し
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
企
画
の
最
初
の
提
唱
者
と
し
て
、
ま
た
実
際
に
企
画
に
携
わ
っ
た

４
人
の
文
学
研
究
家
の
１
人
と
し
て
、
自
分
な
り
に
そ
の
意
図
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

日
本
は
１
９
８
０
年
代
ま
で
、
国
際
的
な

意
味
で
の
経
済
力
と
文
化
力
の
隔
た
り
に
、

大
き
な
悩
み
を
か
か
え
て
き
た
。
日
本
文
化

は
洗
練
さ
れ
て
は
い
る
が
、
き
わ
め
て
特
殊
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際

的
に
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
も
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
、
し
ば

し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
日
本
と
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
に
は
じ
ま
り
、
ヴ

ィ
デ
オ
デ
ッ
キ
、
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
、
カ
ラ
オ
ケ
、
デ
ジ
カ
メ
と
い
っ
た
電
化
製

品
の
輸
出
国
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
運
搬
す
る
こ
と
に
な
る
ソ
フ
ト
面
の
文
化
の
輸
出
に
関
し
て

は
、
著
し
く
遅
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
の
も
と
に
語
ら
れ
て
き
た
。

だ
が
、
80
年
代
の
終
わ
り
か
ら
少
し
ず
つ
、
文
化
編
成
を
と
り
ま
く
状
勢
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
グ
ロ

ー
バ
ル
な
巨
大
メ
デ
ィ
ア
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
が
生
み
出
し
た
文
化
商
品
が
次
々
と
海
外
へ
と
進
出
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
近
隣
の
東
ア
ジ
ア
は
も
と
よ
り
全
世
界
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
新
し
い
世
代
の
感
受
性
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。

90
年
代
に
本
格
的
と
な
っ
た
ハ
ル
キ
文
学
の
海
外
で
の
ブ
ー
ム
は
、
ア
ニ
メ
と
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
世
界
市
場
へ
の
参
入

と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
村
上
は
、
こ
れ
ま
で
の
谷
崎
潤
一
郎
や
川
端
康
成
と
は
違
い
、
日
本
文
化
を
代
表
す
る
作
家

と
し
て
海
外
で
翻
訳
さ
れ
、
消
費
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
こ
の
社
会
で
も
、
自
分
た
ち
の
政
治
的
挫
折
や
恋
愛

観
、
孤
独
と
虚
無
を
癒
し
て
く
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
ま
ず
受
け
入
れ
ら
れ
、
読
者
は
そ
の
あ
と
で
著
者
が
日
本
生
ま
れ

で
あ
り
、
手
に
し
て
い
た
書
物
が
実
は
翻
訳
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
気
付
く
と
い
っ
た
按
配
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
村

上
は
日
本
語
で
執
筆
す
る
日
本
の
作
家
で
は
あ
る
が
、
彼
が
依
拠
し
て
い
る
文
化
的
感
受
性
や
、
言
及
し
て
い
る
音
楽
や

映
画
、
あ
る
い
は
都
市
生
活
の
あ
り
方
は
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
あ
っ
て
世
界
的
に
流
通
し
浮
遊

し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
土
地
や
民
族
に
帰
着
し
え
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
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海
外
で
の
ハ
ル
キ
・
ブ
ー
ム
は

な
ぜ
起
き
た
の
か



今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
な
さ
れ
た
発
言
に
は
、
そ
れ
を
証
拠
立
て
る
も
の
が
い
く

つ
も
見
受
け
ら
れ
た
。
伝
統
的
に
反
日
意
識
の
強
い
韓
国
で
、
ハ
ル
キ
は
日
本
文
学
と

し
て
で
は
な
く
、
ハ
ル
キ
の
文
学
と
し
て
ま
ず
享
受
さ
れ
て
い
る
。
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の

森
』
の
登
場
人
物
の
名
前
を
デ
ン
マ
ー
ク
風
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
風
に
直
し
て
み
れ
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
読
者

は
そ
れ
を
た
や
す
く
自
国
の
小
説
と
勘
違
い
し
て
読
み
通
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
云
々
。

ハ
ル
キ
・
ブ
ー
ム
の
こ
の
性
格
は
、
82
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
あ
と
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
旧
ソ
連
の

国
々
に
渡
っ
て
爆
発
的
な
視
聴
率
を
得
た
ド
ラ
マ
『
お
し
ん
』
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ

う
。
貧
困
の
身
か
ら
立
ち
上
が
り
、
困
苦
の
す
え
幸
福
と
な
る
女
性
の
一
代
記
に
は
、
日
本
人
が
伝
統
的
に
規
範
と
し
て

き
た
エ
ー
ト
ス
が
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
発
展
途
上
国
が
あ
る
時
期
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
必
要
と
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
ハ
ル
キ
の
小
説
に
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
日
本
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。

い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、
文
化
的
無
臭
性
に
お
い
て
国
境
を
越
え
、
外
国
人
に
強
く
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。『
ノ

ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
な
か
に
は
ビ
ー
ト
ル
ズ
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
あ
っ
て
も
、
サ
ム
ラ
イ
も
ゲ
イ
シ
ャ
も
登
場
し
な
い
。

い
わ
ば
日
本
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
不
在
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
90
年
前
後
に

国
際
的
な
日
本
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
領
域
に
お
い
て
生
じ
た
の
は
、『
お
し
ん
』
か
ら
ハ
ル
キ
へ
の
モ
デ
ル
の
転
換
で
あ
っ
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
眼
は
、
村
上
文
学
を
日
本
文
学
の
代
表
と
し
て
顕
彰

す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
次
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
か
と
、
国
威
発
揚
を
無
邪
気
に
祝
賀

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
特
定
の
言
語
と
言
語
の
間
の
翻
訳
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
細

部
の
疑
問
を
解
き
明
か
す
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
「
ハ
ル
キ
お
た
く
」
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
確
認
し
あ
う
だ
け
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
真
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
文
化
の
翻
訳
の
次
元
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
文
化
は
今
後
も
、
国
境
を
越
え
て
海
外
で
大
き
く
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
さ
い
、
そ
れ
が
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
に
あ
っ
て
大
衆
的
人
気
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
文
化
的
無
臭
性
を
必
然
的
に
身
に
ま
と
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
そ
の
現
象
を
無
邪
気
に
歓
迎
し
て
い
る
だ
け
で
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
日
本
文
化
が
国
際
的
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
地
政
的
に
背
負
っ
て
い
る
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
は
ど
こ
ま
で

犠
牲
に
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
文
化
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
、
こ
こ

で
新
た
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
特
集
に
収
め
ら
れ
た
発
言
と
証
言
の
数
々
は
、
そ
う
し
た
問
い
を
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
貴
重
な
資

料
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。a
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日
本
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

不
在
が
意
味
す
る
も
の

文
化
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と

ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
問
題


