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林
芙
美
子
の
中
期
作
品
研
究

｜
｜
短
編
集
『
初
旅
』
を
中
心
に
｜
｜

姜

銓

鎬

一

林
芙
美
子
研
究
の
現
在

林
芙
美
子（
一
九
〇
三
年
〜
一
九
五
一
年
）の
作
品
研
究
は
、「
放
浪
記
」（
一

九
三
〇
年
）
と
「
浮
雲
」（
一
九
五
一
年
）
を
中
心
と
し
て
二
つ
の
主
題
、

貧

乏

と

女
・
女
性
性

に
集
中
す
る
も
の
が

１
）

多
い
。
こ
の
二
つ
の
主
題
は
、

芙
美
子
文
学
全
体
を
貫
通
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
先
行
研
究

の
中
で
は
、「
女
性
文
学
」と
い
う
特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
下
で
、
作
品
を
当
時
の

社
会
に
お
け
る
女
性
像
と
関
連
づ
け
て
分
析
す
る
傾
向
も
見
ら

２
）

れ
る
。し
か
し
、

「
女
性
文
学
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
単
語
自
体
が
、
男
性
と
女
性
を
同
じ
人
間

で
は
な
く
、
別
々
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
せ
、
結
果
的
に
女
性
作
家
の
作
品
が

男
性
作
家
の
作
品
と
差
別
さ
れ
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
芙
美
子
の
作
品
は
、「
女
性
文
学
」と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、「
昭
和
初
期
」に
登
場
し
た
文
学
の
一
つ
と
し
て
取
り
扱
う

必
要
が
あ
る
。

一
方
、
近
年
の
研
究
で
は
、
芙
美
子
の
戦
争
協
力
行
為
に
注
目
し
、「
戦
線
」

（
一
九
三
八
年
）
と
「
北
岸
部
隊
」（
一
九
三
九
年
）
の
よ
う
な
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
が
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
。
高
崎
隆
治
は
、
吉
屋

信
子
（
一
八
九
六
年
〜
一
九
七
三
年
）
と
佐
多
稲
子
（
一
九
〇
四
年
〜
一
九
九

八
年
）
と
共
に
、
芙
美
子
の
従
軍
記
録
を
考
察
し
て

３
）

い
る
。
荒
井
と
み
よ
は
、

本
格
的
な
「
戦
線
」
と
「
北
岸
部
隊
」
の
内
容
分
析
を
行
い
、
こ
の
二
作
を
他

の
作
家
た
ち
が
書
い
た
戦
争
文
学
と
並
べ
て
読
む
行
為
こ
そ
芙
美
子
の
従
軍
記

を
分
析
す
る
た
め
に
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
指
摘
し
て

４
）

い
る
。「
戦
線
」
と
「
北

岸
部
隊
」
に
対
す
る
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
高
山
京
子
の
研
究
が
挙

げ
ら
れ
る
。
高
山
は
、
二
作
の
成
立
背
景
を
考
察
し
、「
芙
美
子
の
従
軍
記
に
は
、

最
前
線
と
い
う
絶
好
の
舞
台
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
場
の
極
限
状
態
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。
兵
隊
、
軍
馬
、
そ
し
て
何
よ
り
作
者
自
身

の
生
活
記
録
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
批
評
し
て

５
）

い
る
。
土
田

宏
成
は
「
戦
線
」
と
「
北
岸
部
隊
」
が
同
時
期
に
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

戦
争
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
に
対
す
る
視
線
の
差
が
あ
る
理
由
を
、
芙
美
子
が
書
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い
た
「
あ
と
が
き
」
を
通
じ
て
推
論
し
て

６
）

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
時
下
の
作
品
に
関
す
る
研
究
は
、
芙
美
子
の
従
軍
活
動
お
よ

び
彼
女
が
残
し
た
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

全
集
『
林
芙
美
子
全
集
』（
文
泉
堂
出
版
、
一
九
七
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
著
書

目
録
を
見
る
と
、
こ
の
時
期
に
も
以
前
と
同
じ
く
活
発
に
作
品
を
発
表
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
事
実
は
無
視
さ
れ
、
従
軍
物
に
限
定
し
て

論
じ
て
い
る
の
が
、
先
行
研
究
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

論
者
は
、
こ
の
よ
う
な

戦
争
協
力

と
い
う
制
限
的
な
枠
で
作
品
が
論
じ

ら
れ
る
理
由
を
、
何
よ
り
も
芙
美
子
文
学
の
変
遷
に
対
す
る
明
確
な
区
分
が
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
探
り
た
い
。
現
在
、
芙
美
子
の
作
品
を
特
定
の

時
期
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
該
当
す
る
作
品
を
細
密
に
考
察
す
る
研

究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
、
芙
美
子
文
学
に
お
け
る
中
期
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
日
本
は
、

一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
以
後
、
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
、
一
九
四
一
年
の

太
平
洋
戦
争
と
軍
国
主
義
へ
と
突
き
進
ん
で
い
た
。
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の

よ
う
な
戦
争
関
連
の
執
筆
は
、
時
代
の
流
れ
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
以

前
の
作
品
と
は
違
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
作
品
も
多
く
あ
る
。
一
九
三
五
年
に
発

表
さ
れ
た
「
帯
広
ま
で
」
と
「
牡
蠣
」
か
ら
は
、
作
家
の
経
験
に
依
存
す
る
書

き
方
で
は
な
く
、
客
観
小
説
的
な
形
に
作
風
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
時
期
か
ら
敗
戦
ま
で
の
期
間
を
中
期
と
捉
え
た
い
。

板
垣
直
子
は
、『
夫
人
作
家
評
伝
』（
一
九
五
四
年
）
で
、
芙
美
子
の
作
品
を

自
伝
小
説
、
客
観
小
説
、
戦
後
の
作
品
に
区
分
し
て
い
く
つ
か
の
作
品
を
整
理

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
板
垣
の
分
類
に
よ
る
と
、「
牡
蠣
」か
ら
戦
時
中
の
期
間

を
客
観
小
説
の
時
期
と
し
て
い
る
が
、「
牡
蠣
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
帯
広

ま
で
」
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
し
、
芙
美
子
本
人
が
置
か
れ
た
時
代
的
な

背
景
と
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。つ
ま
り
、「
放
浪
記
」

と
「
浮
雲
」
と
い
う
代
表
作
が
存
在
す
る
デ
ビ
ュ
ー
初
期
（
自
伝
小
説
）
と
後

期
（
戦
後
小
説
）
と
は
別
に
、
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
作
品
群
に
対
し
て
は
、

十
分
な
考
察
を
行
わ
ず
、
単
に
客
観
小
説
の
時
期
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
時
期
の
作
品
が
、
そ
れ
以
前
の
作
品
で
よ
く
使
わ
れ
た
一
人
称
小

説
の
代
わ
り
に
、
三
人
称
小
説
を
主
流
と
し
て
お
り
、
内
容
的
に
は「
放
浪
記
」

の
よ
う
に
作
家
の
自
伝
的
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
作
品
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ

け
で
、
以
前
と
は
違
う
客
観
的
な
も
の
、
い
わ
ば
客
観
小
説
と
い
う
形
を
取
っ

て
い
る
と
理
解
す
る
の
は
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
芙
美
子
の
従
軍

活
動
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
作
品
が
戦
中
発
表
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
後
期

の
作
品
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
点
な
ど
を
看
過
し

て
い
る
の
が
板
垣
論
の
問
題
点
で

７
）

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
期
の
作
品
群
を

戦

争
協
力

と
は
関
係
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
直
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
評
価
す

べ
き
点
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
中
期
作
品
研
究
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
研
究
方

法
に
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の
芙
美
子
研
究
が
、
中
期
の
作
品
群
を
作
家
の
戦
争

協
力
的
な
行
動
と
関
連
づ
け
て

戦
争
協
力

と
い
う
限
定
し
た
主
題
で
論
じ

る
の
は
、
中
期
作
品
群
全
体
に
対
す
る
考
察
不
足
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

近
年
、芙
美
子
の
従
軍
活
動
に
関
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

中
期
作
品
と
芙
美
子
の
従
軍
活
動
と
を
関
係
づ
け
て
見
る
研
究
も
多
数
発
表
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
中
期
の
作
品
群
全
体
を

戦
争

と
い
う
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
下
の
作
品
に
重
点
を
置
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
内
容
自
体
を
十
分
に
検
討
せ
ず
、
作
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家
の
実
際
の
行
動
だ
け
に
注
目
し
て
、
特
定
時
期
の
作
品
群
全
体
を
一
つ
の
主

題
下
に
収
斂
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

何
よ
り
、
中
期
の
作
品
を
見
る
と
、
戦
争
協
力
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の

よ
り
も
、
以
前
か
ら
描
い
て
い
た
下
層
民
・
女
性
の
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る

も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
単
に
下
層
民
の
こ
と
に
限
ら
ず
、
中
産
階

層
に
お
け
る
戦
時
下
の
生
活
・
経
験
な
ど
を
描
く
作
品
も
登
場
し
は
じ
め
る
。

初
期
作
品
に
比
べ
て
、
多
様
な
階
層
の
人
た
ち
が
登
場
し
、
彼
ら
の
視
点
で
戦

時
下
の
日
常
を
描
い
て
い
る
点
は
、
芙
美
子
の
中
期
作
品
の
注
目
す
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
る
。
時
代
を
生
き
て
い
る
人
々
の
日
常
に
対
す
る
作
家
の
関
心
は
、
戦

争
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
に
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
行
研
究

で
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
作
品
、「
戦
線
」
と
「
北
岸
部
隊
」
以
外
の
作
品
を
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
期
作
品
は
二
作
の
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う

に
、
戦
争
を
主
題
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
戦
争
期
に
至

る
ま
で
相
変
わ
ら
ず
社
会
底
辺
の
人
た
ち
の
こ
と
、
つ
ま
り
初
期
作
品
・
後
期

作
品
で
見
ら
れ
た
芙
美
子
文
学
特
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
本
論
は
、
芙
美
子
が
中
期
に
発
表
し
た
作
品
、
そ
の
中

で
も
、
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
以
外
の
中
期
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
発
表
以
来
、
精
力
的
に
戦
争
協
力

活
動
を
展
開
し
た
作
家
の
行
動
と
は
別
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
戦
争

協
力
の
意
図
が
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
作
品
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
分
析
を

通
じ
て
、
他
の
時
期
の
作
品
と
区
別
で
き
る
中
期
作
品
の
特
徴
を
探
す
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
既
存
の
芙
美
子
研
究
に
お
い
て
、
最
新
の
全
集
と
し
て
引
用
さ

れ
て
い
る
文
泉
堂
版
全
集
（
一
九
七
七
年
）
に
は
、
収
録
さ
れ
て
い
な
い
作
品

が
多
数
存
在
す
る
。
浦
野
利
喜
子
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
数
は
五
〇
四
編
に

８
）

至
る
。

一
般
的
に
、
あ
る
作
品
が
全
集
に
載
せ
ら
れ
な
い
の
は
、
習
作
期
の
も
の
や

作
品
の
完
成
度
の
低
い
も
の
、も
し
く
は
作
家
や
編
集
者
が
あ
る
種
の
理
由（
戦

争
協
力
の
隠
蔽
な
ど
）
で
収
録
を
排
除
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
た
だ
し
、
芙

美
子
全
集
の
場
合
は
、
最
初
の
新
潮
社
版
も
、
現
行
の
文
泉
堂
版
も
、
芙
美
子

の
死
後
出
版
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
収
録
作
品
の
選
定
に
あ
た
っ
て
作
家
の
意

図
が
反
映
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
文
泉
堂
版
の
監
修
を
担
当
し
た
吉
田
精

一
が
、「
林
緑
敏
氏
の
許
可
を
得
、
林
家
に
蔵
す
る
故
人
の
作
品
を
あ
ま
ね
く
さ

ぐ
る
こ
と
が
で
き
た
（
…
）
そ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
多
産
な
作
品
の
、
す
っ
か
り

全
部
と
は
行
か
な
く
と
も
、
彼
女
を
見
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
長
・
短
編
は
、

こ
ん
ど
の
文
泉
堂
版
の
中
に
す
べ
て
収
録
し
て
あ
り
、
新
潮
社
版
で
満
足
し
な

か
っ
た
向
き
に
も
得
心
が
行
く
こ
と
と
信

９
）

じ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

当
時
も
芙
美
子
の
す
べ
て
の
著
作
を
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
知

し
た
上
で
編
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
編
集
作
業
が
単
に
新
潮

社
版
の
不
備
な
と
こ
ろ
を
補
完
す
る
（
重
複
す
る
作
品
を
訂
正
、
新
潮
社
版
未

収
録
作
品
の
収
録
）程
度
で
行
わ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、ま
だ
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
。

芙
美
子
全
集
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
の
中
に
は
、
全
集
収
録
の
作
品
と

同
じ
く
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
短
編
集
『
初
旅
』
に
収
録
さ
れ

た
「
黯
爾
」
は
、
戦
中
と
い
う
特
殊
な
時
代
背
景
と
は
無
縁
の
こ
と
、
ま
る
で

初
期
作
品
の
よ
う
に
、
下
層
民
の
生
活
・
恋
愛
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
中
期
の
作
品
が
単
純
に
戦
争
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
初
期
・
後
期
作

品
と
共
通
す
る
主
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
放
浪
記
」の

「
私
」の
よ
う
に
、
一
人
称
視
点
の
語
り
手
で
は
な
く
、
三
人
称
視
点
の
語
り
手

が
登
場
し
て
い
る
し
、
作
品
に
お
け
る
時
間
展
開
の
流
れ
も
、
初
期
作
品
の
一

直
線
的
な
流
れ
で
は
な
く
、
錯
綜
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
集
未
収
録
作
品
に
も
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
点
か

ら
、
芙
美
子
の
中
期
作
品
の
考
察
に
は
、
全
集
収
録
作
品
は
も
ち
ろ
ん
、
未
収

録
作
品
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
こ
そ
、
中
期
作
品
に
対
し
て
今
ま
で
の
研
究
が

取
っ
て
い
た
ス
タ
ン
ス
、
つ
ま
り
、

戦
争
協
力

以
外
の
主
題
に
注
目
す
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
初
期
作
品
と
後
期
作
品
と
の
関
連
性
と
い

う
側
面
で
も
、
中
期
作
品
研
究
は
必
要
な
過
程
の
一
つ
に
違
い
な
い
。

次
節
か
ら
は
、
中
期
の
作
品
を
選
定
し
て
、
具
体
的
な
内
容
分
析
を
行
う
。

そ
の
た
め
に
、
先
行
研
究
で
主
観
的
な
書
き
方
が
排
除
さ
れ
た
作
品
と
言
わ
れ

る
「
帯
広
ま
で
」（
一
九
三
五
年
）
を
は
じ
め
、
今
ま
で
の
研
究
で
は
注
目
さ
れ

な
か
っ
た
短
編
集
『
初
旅
』（
一
九
四
一
年
）
に
収
め
ら
れ
た
作
品
を
分
析
し
て

み
る
。

二

客
観
小
説
へ
の
変
貌

す
で
に
前
節
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
中
期
以
前
の
作
品
は
、
物
語
自

体
が
作
家
の
経
験
を
基
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

中
期
は
、
一
人
称
視
点
を
中
心
と
し
た
初
期
作
品
と
は
違
っ
て
、
積
極
的
に

三
人
称
視
点
を
使
い
、
書
き
方
の
変
化
を
試
み
て
い
る
。
後
で
論
じ
る
内
容
で

あ
る
が
、
中
期
作
品
に
お
け
る
書
き
方
の
変
化
に
よ
っ
て
、
初
期
作
品
の
よ
う

に
、
作
中
人
物
を
実
際
の
作
家
と
関
係
の
あ
る
存
在
と
し
て
見
る
読
み
方
で
は

な
く
、
作
家
と
は
別
の
存
在
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
伝
的

な
性
格
が
強
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
作
品
も
作
家
自
身
の
こ
と
と
関
連
づ
け
ら

れ
た
芙
美
子
文
学
が
、
作
家
と
は
別
の
も
の
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
作
品
の
素
材
の
面
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
下
層
民
と
女
性
に

対
す
る
関
心
を
持
続
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。こ
れ
は
、従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
に
お
い
て
も
、
下
層
民
と
女
性
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
場
面
な
ど
を
通
じ

て
確
認
で
き
る
。

敗
戦
後
発
表
さ
れ
る
作
品
群
、
い
わ
ば
後
期
作
品
で
は
、
初
期
・
中
期
作
品

と
は
違
っ
て
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
人
間
像
を
描
く
な
ど
、
積
極
的
に
戦
争
に

よ
る
悲
惨
な
現
実
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
初
期
作
品
で
よ
く
登

場
し
た
「
私
」
に
よ
る
展
開
は
見
ら
れ
ず
、
三
人
称
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
初
期
作
品
と
一
部
類
似
す
る
作
風
が
見
ら
れ
る
一
方
、
方
法
と
し
て

は
大
き
な
転
換
が
行
わ
れ
、
敗
戦
後
の
作
品
群
ま
で
そ
の
方
法
が
引
き
続
か
れ

る
時
期
と
し
て
、
中
期
を
位
置
づ
け
た
い
。

作
風
の
転
換
点
と
さ
れ
る
「
帯
広
ま
で
」
と
「
牡
蠣
」
に
関
す
る
研
究
は
、

森
英
一
と
高
山
の
二
人
の
も
の
が
代
表
的
で
あ
る
。
森
は
、
芙
美
子
文
学
の
文

体
変
化
は
、「
帯
広
ま
で
」か
ら
は
じ
ま
る
と
評
価
し
、
本
作
の
複
雑
な
時
間
展

開
構
造
は
「
牡
蠣
」
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
指
摘

10
）

す
る
。
一
方
、
高
山
は
森
の

論
を
基
本
と
し
て
、「
帯
広
ま
で
」
よ
り
「
牡
蠣
」
に
重
点
を
置
き
、
芙
美
子
文

学
の
文
体
は
「
牡
蠣
」
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
評
価

11
）

す
る
。

本
節
で
は
、
特
に
「
帯
広
ま
で
」
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
森
の
分
析
に

お
け
る
「
帯
広
ま
で
」
は
、「
牡
蠣
」
と
同
じ
く
作
家
の
主
観
が
介
入
し
て
い
な

― ―31



い
客
観
的
な
書
き
方
の
作
品
と
し
て
、
実
際
の
作
家
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
的
な
内
容
を
精
査
す
る
と
、

本
当
に
作
家
の
主
観
、
個
人
的
な
経
験
と
断
絶
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
断

言
で
き
な
い
部
分
が
見
ら
れ
る
。
以
前
の
作
品
と
同
じ
く
下
層
民
の
生
活
像
を

描
い
て
い
る
の
は
、
芙
美
子
文
学
の
特
徴
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
違
い
な
い

が
、
一
方
で
は
、
カ
フ
ェ
の
女
給
と
し
て
働
い
た
作
家
の
こ
と
が
連
想
さ
れ
る

一
面
も
共
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
人
称
視
点
で
語
り
な
が
ら
順
次
的
な
時

間
の
流
れ
に
よ
っ
て
、
書
き
手
と
語
り
手
が
同
一
視
さ
れ
る
初
期
作
品
の
特
徴

が
、「
帯
広
ま
で
」で
は
、
作
品
全
体
に
か
け
て
語
り
手
の
視
点
が
登
場
人
物
と

第
三
者
の
間
で
交
差
す
る
と
同
時
に
、
現
在
と
過
去
の
時
点
を
往
来
し
な
が
ら

展
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
作
品
と
は
違
う
形
の
構
成
を
取
っ
て
い
る

本
作
は
、
以
後
の
作
品
群
で
見
ら
れ
る
特
徴
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い
る
作
品
と

し
て
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
森
の
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
部
分
に
つ
い
て

論
じ
て
い
な
い
。
初
期
作
品
の
研
究
で
は
、
実
際
の
作
家
と
の
関
連
性
を
考
慮

す
る
場
合
が
多
く
、
研
究
の
範
囲
が
縮
小
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
こ
の「
帯

広
ま
で
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
以
後
の
芙
美
子
の
作
品
を
文
体
的
な
特
徴
お
よ

び
執
筆
当
時
の
時
代
的
な
状
況
（
戦
後
な
ど
）
と
つ
な
げ
て
内
容
の
分
析
を
行

う
な
ど
、
初
期
作
品
よ
り
多
角
的
に
検
討
す
る
契
機
を
作
っ
た
作
品
と
し
て
評

価
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

「
帯
広
ま
で
」は
、
伊
代
と
い
う
女
性
を
め
ぐ
る
事
柄
を
描
い
て
い
る
。
浅
草

の
あ
る
レ
ビ
ュ
ー
小
屋
の
踊
り
子
で
あ
っ
た
伊
代
は
、
同
じ
レ
ビ
ュ
ー
小
屋
で

バ
イ
オ
リ
ン
を
演
奏
し
て
い
た
九
太
と
知
り
合
っ
て
結
婚
す
る
が
、
以
後
、
九

太
が
ま
さ
子
と
い
う
女
性
に
恋
心
を
抱
い
た
の
で
離
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
九

太
は
伊
代
と
別
れ
て
、
す
ぐ
ま
さ
子
と
再
婚
し
、
ま
さ
子
の
本
家
の
あ
る
帯
広

に
行
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
伊
代
は
、
マ
ネ
キ
ン
ガ
ー
ル
な
ど
の
仕
事
を
す

る
な
ど
、
貧
乏
な
生
活
の
中
で
も
、
九
太
へ
の
恋
心
を
諦
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
し
て
、
伊
代
は
、
離
婚
か
ら
一
年
後
、
化
粧
ク
リ
ー
ム
の
広
告
の
件
で

一
ヶ
月
間
北
海
道
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
九
太
と
の
再
会
を
夢
見
て
、
結
局
彼

と
出
会
う
。
と
こ
ろ
が
、
伊
代
は
九
太
と
再
会
し
て
、
彼
に
対
す
る
恋
心
が
な

く
な
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
気
持
に
な
る
。

本
作
は
、
伊
代
と
い
う
女
性
の
結
婚
と
離
婚
を
通
じ
て
、
下
層
民
の
女
性
の

生
活
像
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
伊
代
と
彼
女
の
周
り
の
こ
と
を
、
第
三
者
の

立
場
で
見
回
っ
て
い
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
部
分
か
ら
、
三
人
称
小
説
の
形
式

を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、「
帯
広
ま
で
」以
前
の
作
品
で
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
形
式
で
あ
り
、
中
期
以
後
の
芙
美
子
文
学
を
代
表
す
る
特

徴
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
帯
広
ま
で
」
は
、
物
語
を
単
純
に
第
三
者
の
立
場

で
展
開
す
る
だ
け
で
な
く
、

語
り
手

が
交
差
す
る
場
面
、
特
に
登
場
人
物
が

語
り
手
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
引
用
の
よ
う
な
場
面
が
そ
う
で

あ
る
。

伊
代
は
九
太
か
ら
切
れ
の
金
だ
と
言
つ
て
貰
つ
た
四
拾
円
の
金
を
郵
便

局
に
貯
金
に
行
つ
た
。
雨
の
中
を
傘
も
さ
ゝ
ず
に
歩
き
な
が
ら
、
伊
代
は

足
が
地
に
つ
か
な
い
や
う
な
、
ふ
は
ふ
は
し
た
気
持
で
あ
つ
た
。
四
枚
の

拾
円
札
が
貯
金
に
な
つ
て
し
ま
ふ
と
、
手
も
足
も
風
に

ぎ
と
ら
れ
て
行

つ
た
や
う
な
変
な
淋
し
さ
に
な
つ
た
。
心
の
う
ち
に
は
、
夫
婦
ぐ
ら
し
が

終
り
に
な
つ
た
ら
、
こ
ん
な
卒
業
証
書
を
貰
ふ
も
の
か
と
、
伊
代
は
歩
い

て
帰
り
な
が
ら
、
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
ゐ
た
。（
…
）四
拾
円
く
れ
る
と
言

つ
た
時
、
何
故
、
別
れ
る
の
は
厭
だ
と
言
は
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
。

― ―32



こ
れ
は
、
作
品
の
は
じ
め
で
、
伊
代
が
九
太
か
ら
も
ら
っ
た
手
切
れ
金
を
、

貯
金
し
た
直
後
の
状
況
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。「
伊
代
は
九
太
か
ら
」
と
か
、

「
考
え
て
ゐ
た
」の
よ
う
な
表
現
か
ら
、
伊
代
の
こ
と
を
第
三
者
の
立
場
で
書
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、「
厭
だ
と
言
は
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
」と

い
う
部
分
は
、
九
太
と
の
離
婚
を
欲
し
て
い
な
か
っ
た
伊
代
が
考
え
て
い
る
こ

と
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
は
、
語
り

手
が
一
人
称
の
視
点
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
三
者

の
立
場
で
客
観
的
に
描
か
れ
た
物
語
が
、
一
瞬
「
放
浪
記
」
の
よ
う
な
個
人
的

感
想
の
強
い
作
品
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
単
純
に
伊
代
の
考
え
を

生
々
し
く
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
（
第
三
者
）
の
個
人
的
な
感
想
を

表
す
場
合
も
あ
る
。

作
中
、
語
り
手
の
感
想
が
登
場
す
る
箇
所
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
見
る
と

大
き
く
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
幼
い
伊
代
に
は
男
一
人
ぐ
ら
ゐ
は
ど
う
に
で
も
な
る
と
言
つ
た
安
心
さ

が
あ
つ
た
の
だ
ら
う
。

②
九
太
は
伊
代
の
踊
子
生
活
を
止
め
さ
せ
て
し
ま
つ
た
。
九
太
の
若
い
正

義
感
が
、
妻
を
舞
台
に
曝
し
て
お
け
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
。

③
そ
の
こ
ろ
の
九
太
に
と
つ
て
は
、
乾
い
た
や
う
な
何
も
希
望
の
な
い
、

一
番
厭
な
時
代
だ
つ
た
と
言
へ
る
だ
ら
う
。

④
伊
代
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
四
枚
の
拾
円
札
が
風
に
あ
ふ
ら
れ
て
壁
へ
吹

き
寄
せ
ら
れ
て
い
つ
た
。（
そ
の
頃
、
伊
代
達
は
映
画
館
に
近
い
下
駄
屋

の
二
階
に
間
借
生
活
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
）

⑤
一
年
た
つ
た
今
頃
、
九
太
の
事
は
さ
つ
ぱ
り
思
ひ
出
さ
な
い
つ
も
り
で

ゐ
て
、
ど
ん
な
場
所
で
も
神
わ
ざ
の
や
う
に
思
ひ
出
せ
る
の
は
、
や
つ

ぱ
り
自
分
の
方
に
未
練
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
つ
た
。「
会
ひ
た
か
つ
た
の

よ
」
と
優
し
い
こ
と
を
言
ひ
た
い
。
九
太
は
き
つ
と
、
そ
の
言
葉
に
も

ろ
く
な
つ
て
来
る
だ
ら
う
。

こ
れ
は
「
帯
広
ま
で
」
に
お
け
る
語
り
手
の
視
点
の
変
化
を
表
す
場
面
の
一

部
で
あ
る
。
①
か
ら
④
ま
で
は
、
第
三
者
で
あ
る
語
り
手
が
、
登
場
人
物
の
感

情
を
推
測
し
て
述
べ
る
部
分
で
あ
り
、
⑤
は
、
前
の
引
用
と
同
じ
く
、
語
り
手

が
伊
代
と
い
う
登
場
人
物
に
変
わ
る
場
面
で
あ
る
。
本
作
で
は
、
こ
の
よ
う
な

視
点
（
語
り
手
）
の
変
化
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
読
者
に
と
っ

て
は
、

視
点
の
変
化

が
全
然
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
巧
み
に
書
か
れ
、
一
人

称
小
説
と
は
異
な
る
効
果
、
例
え
ば
自
然
な
感
情
移
入
な
ど
を
可
能
に
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
初
期
作
品
の
単
調
な
作
法
、
す
な
わ
ち
一
人
称
視
点
で
の
書
き

方
と
い
う
作
家
の
こ
だ
わ
り
を
克
服
し
た
試
み
と
し
て
評
価
す
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
交
差
は
、
以
後
の
作
品
に
も
よ
く
登

場
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
節
で
は
、「
帯
広
ま
で
」以
後
の
中
期
作
品
、
と
り
わ
け
、
短
編
集『
初
旅
』

の
収
録
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
期
作
品
が
ど
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。「
戦
線
」、「
北
岸
部
隊
」を
発
表
し
た
一
九
三
八
年
、
一
九

三
九
年
以
後
も
、
芙
美
子
の
戦
争
協
力
行
為
は
活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
、
既
存

作
品
の
再
版
も
続
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
短
編
集
『
初
旅
』
は
、
そ
の
戦
争
協
力

活
動
が
頂
点
に
達
し
た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
集
で
あ
る
が
、
収
録
さ
れ
た

作
品
は
、
す
べ
て
が
下
層
民
・
女
性
の
日
常
な
ど
、
初
期
作
品
か
ら
注
目
し
て
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き
た
素
材
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
登
場
人
物
の
こ
と
を

戦
争
と
関
連
づ
け
て
（
例
え
ば
「
初
旅
」
の
左
千
夫
）
描
写
す
る
場
合
も
あ
る

が
、
全
体
的
に
は
、
物
語
の
内
容
自
体
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
。

三

短
編
集
『
初
旅
』
の
登
場

本
節
で
は
、
短
編
集
『
初
旅
』
に
ど
の
よ
う
な
作
品
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の

か
を
確
認
す
る
。『
初
旅
』は
、
一
九
四
一
年
七
月
に
発
刊
さ
れ
た
直
後
、
検
閲

当
局
か
ら
発
禁
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
作
品
集
の
発
禁
処
分
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
一
年
七
月
に
情
報
局
第
四
部
第
一
課
・
内
務
省
警
報

局
検
閲
課
が
発
行
し
た
「
出
版
警
察
報
」
中
の
「
内
地
出
版
物
取
締
状
況
｜
風

俗
禁
止
」の
項
目
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
本
書
は
初
旅
以
下
十
一
箇

の
短
編
小
説
ヲ
収
メ
テ
ヰ
ル
ガ
、
中
ニ
人
妻
、
未
亡
人
、
妻
子
ア
ル
男
ナ
ド
ノ

不
倫
ナ
情
事
ヲ
描
イ
タ
モ
ノ
多
ク
、全
般
ニ
シ
テ
風
壊
ノ
処
ア
ル
ニ
ヨ
リ

12
）

禁
止
」

と
い
う
理
由
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
局
の
記
述
だ
け
を
見
る
と
、
短

編
集
『
初
旅
』
は
、
不
適
切
な
内
容
の
作
品
を
収
録
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
短
編
集
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
中
に
は
、
一

九
四
一
年
以
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
発
禁
の
理
由
と

し
て
挙
げ
て
い
る

人
妻
、
妻
子
の
い
る
男
と
の
不
倫

な
ど
は
、
す
で
に
一

九
三
〇
年
作
「
放
浪
記
」
で
、
主
人
公
の
女
給
仲
間
が
、
男
性
客
の
妾
と
し
て

生
き
る
こ
と
を
決
め
る
場
面
な
ど
を
通
じ
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
既
存

の
芙
美
子
文
学
で
語
ら
れ
て
、
何
の
問
題
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
、
一

九
四
一
年
に
至
っ
て
、
不
穏
な
も
の
と
判
断
さ
れ
、
発
禁
処
分
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、『
初
旅
』に
載
せ
ら
れ
た
作
品
を
、
こ
こ
で
分
類
し
て
書
い
て
お

く
。
ま
ず
、
本
作
品
集
に
は
、「
初
旅
」、「
黯
爾
」、「
怖
ろ
し
き
日
」、「
梅
雨
」、

「
み
れ
ん
」、「
追
憶
」、「
浅
草
ぐ
ら
し
」、「
お
つ
ね
」、「
小
間
使
い
の
言
ひ
分
」、

「
独
身
者
の
風
」、「
無
名
作
家
Ｒ
氏
の
辯
」、「
姉
の
日
記
」、
以
上
総
一
二
編
の

短
編
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
既
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、「
独
身
者
の

風
」（『
若
草
』一
九
三
二
年
一
〇
月
号
、『
清
貧
の
書
』（
一
九
三
三
年
））、「
小

間
使
い
の
言
ひ
分
」（『
婦
人
サ
ロ
ン
』一
九
三
二
年
一
〇
月
号
、『
清
貧
の
書
』）、

「
無
名
作
家
Ｒ
氏
の
辯
」（『
泣
虫

13
）

小
僧
』（
一
九
三
五
年
））、「
姉
の
日
記
」（『
牡

蠣
』（
一
九
三
五
年
））、「
追
憶
」（『
愛
情
』（
一
九
三
六
年
）、『
人
生
賦
』（
一

九
三
七
年
））、「
怖
ろ
し
き
日
」（『
花
の
位
置
』（
一
九
三
七
年
））、「
お
つ
ね
」

（『
若
草
』一
九
三
六
年
三
月
号
、『
花
の
位
置
』（
一
九
三
七
年
））、「
梅
雨
」（『
花

の
位
置
』）、「
浅
草
暮
し
」（『
花
の
位
置
』）、「
み
れ
ん
」（『
花
の
位
置
』）の
一

〇
編
で
あ
る
。

一
方
、『
初
旅
』
で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
作
品
は
、「
初
旅
」
と
「
黯
爾
」
の
二

編
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
総
一
二
編
の
中
で
「
黯
爾
」、「
怖
ろ
し
き
日
」、「
梅

雨
」、「
お
つ
ね
」、「
小
間
使
い
の
言
ひ
分
」、「
独
身
者
の
風
」、「
無
名
作
家
Ｒ

氏
の
辯
」
の
七
編
は
、
新
潮
社
版
全
集
及
び
文
泉
堂
版
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い

な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、『
初
旅
』収
録
作
の
中
に
は
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
三
七

年
ま
で
の
期
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品
が
一
〇
編
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

「
独
身
者
の
風
」
の
場
合
、「
放
浪
記
」
以
後
、
ま
も
な
く
発
表
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
が
、「
放
浪
記
」
の
よ
う
に
、
語
り
手
を
「
私
」
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
も

担
当
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
中
期
作
品
と
似
て
い
る
も
の
と
し
て
見
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る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
節
で
論
じ
る

視
点
の
交
差

な
ど
は
見
え

ず
、
単
純
に
三
人
称
視
点
の
語
り
手
以
外
は
、
中
期
作
品
の
特
徴
と
い
う
要
素

が
見
ら
れ
な
い
。

「
独
身
者
の
風
」
と
同
じ
く
一
九
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
小
間
使
い
の
言
ひ

分
」
の
場
合
は
、「
放
浪
記
」
と
同
じ
く
一
人
称
視
点
で
書
か
れ
て
お
り
、
内
容

自
体
も
作
家
本
人
を
連
想
さ
せ
る
要
素
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
語
り
手

の
職
業
（
小
間
使
）
と
自
分
が
働
い
て
い
る
家
の
家
族
に
対
す
る
滑
稽
な
描
写

は
、「
放
浪
記
」
で
派
出
婦
と
し
て
働
い
た
「
私
」
を
連
想
さ
せ
る
。
一
人
称
視

点
で
作
家
の
自
伝
的
な
こ
と
を
語
る
初
期
作
品
の
構
成
に
従
っ
て
い
る
典
型
的

な
作
品
で
あ
る
。

こ
の
二
編
を
除
い
て
、
ほ
か
の
作
品
は
、
時
期
と
し
て
も
（「
帯
広
ま
で
」
と

「
牡
蠣
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
五
年
以
後
）、
内
容
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
が
客

観
小
説
的
な
書
き
方
を
取
っ
て
い
る
点
で
、
中
期
作
品
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
短
編
集
は
、
作
家
の
こ
と
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
初

期
の
作
品
と
、
中
期
の
作
品
が
一
緒
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

既
存
の
作
品
を
収
録
し
な
が
ら
若
干
の
新
作
を
含
ま
せ
る
形
の
作
品
集
は
、
芙

美
子
の
作
家
活
動
全
体
に
か
け
て
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
別
な
形
の

発
表
形
式
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。『
初
旅
』の
場
合
は
、
下
層

民
の
生
活
像
と
い
う
テ
ー
マ
に
集
中
し
て
作
品
を
選
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
初
出
と
の
相
違
点
、
例
え
ば
伏
せ
字
な
ど
も
見
ら
れ
な
い
。

一
方
、『
初
旅
』が
文
泉
堂
版
全
集
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
作
品
を
、
多
数

収
録
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
三
年
ま
で

全
二
三
巻
の
構
成
で
出
版
さ
れ
た
新
潮
社
版
全
集
に
も
、
一
九
七
七
年
に
全
一

六
巻
で
出
版
さ
れ
た
文
泉
堂
版
全
集
に
も
、『
初
旅
』に
載
せ
ら
れ
た
作
品
の
半

分
以
上
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
初
旅
』は
、
短
編
集
自
体
が
発
禁
処
分
を
受

け
た
も
の
で
あ
り
、「
戦
線
」の
よ
う
な
露
骨
な
戦
争
協
力
の
意
図
も
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た
通
り
、
一
九
四
一
年
頃
は
、
芙
美
子
が
活
発
な
戦
争

協
力
活
動
を
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
初
旅
』
は
、
戦
争
協
力
的

な
性
格
の
作
品
を
載
せ
る
代
わ
り
に
、
初
期
作
品
と
同
じ
く
日
常
を
生
き
て
い

る
下
層
民
、
と
り
わ
け
女
性
の
こ
と
に
注
目
す
る
作
品
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
書
き
方
な
ど
は
、
初
期
作
品
と
は
微
妙
に
違
う
が
、
こ
の
微
妙
な
差
異

こ
そ
、
中
期
作
品
、『
初
旅
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
節
で
は
、
具
体
的
な
作
品
分
析
を
行
う
。
そ
の
た
め
に
、『
初
旅
』の
中
で

全
集
未
収
録
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
「
黯
爾
」
と
全
集
に
収
録
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

作
「
初
旅
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
中
期
作
品
の
構
成
、
特
徴
な
ど
を
確
認
す
る

こ
と
に
す
る
。

四

「
黯
爾
」
内
容
分
析

「
黯
爾
」は
、
四
人
兄
弟
の
長
女
で
あ
る
あ
ふ
ひ
と
末
っ
子
の
て
る
よ
の
恋
愛

と
挫
折
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
二
人
は
、
豊
彦
と
い
う
男
を
め
ぐ
っ
て
喧
嘩

を
し
、
結
局
て
る
よ
が
豊
彦
と
同
棲
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
豊
彦
は
他
の
女
と

結
婚
し
、
て
る
よ
は
捨
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
て
る
よ
は
す
で
に
豊
彦
の
子
供

を
妊
娠
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
結
局
、
て
る
よ
は
一
人
で
子
供
を
出
産
す
る
こ

と
に
な
り
、
知
り
合
い
の
米
子
の
お
か
げ
で
、
母
と
あ
ふ
ひ
と
再
会
し
、
姉
の

あ
ふ
ひ
と
二
人
で
東
京
の
酒
場
で
働
く
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
て
る
よ
は
、
そ

の
酒
場
で
知
り
合
っ
た
千
田
と
い
う
客
の
妾
に
な
っ
て
、
母
と
あ
ふ
ひ
と
三
人

― ―35



で
生
活
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
母
と
あ
ふ
ひ
は
、
て
る
よ
と
の
生
活
を
放
棄

し
て
実
家
へ
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
て
る
よ
が
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
挫

折
す
る
時
点
で
作
品
は
終
わ
る
。

本
作
で
注
目
し
た
い
部
分
と
し
て
は
、
戦
争
に
関
す
る
描
写
よ
り
も
、
下
層

民
女
性
の
生
活
、
恋
心
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
点
を
挙
げ
た
い
。
中
産

階
層
の
女
性
を
主
人
公
と
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
人
生
は
裕
福
で
は
な
く
、
男

運
も
悪
い
。
さ
ら
に
、
男
性
と
の
逃
避
生
活
中
、
子
ど
も
を
妊
娠
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
彼
に
捨
て
ら
れ
て
一
人
で
子
ど
も
を
出
産
し
、
後
は
酒
場
の
客
の
妾

に
な
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
に
よ
っ
て
、
本
作
の
主
人
公
で

あ
る
て
る
よ
と
い
う
女
性
は
、
高
等
な
教
育
を
受
け
た
中
産
階
層
の
女
性
で
は

な
く
、
普
通
の
下
層
民
女
性
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
ふ

ひ
と
て
る
よ
が
中
産
階
層
出
身
の
女
性
で
あ
る
の
は
、
作
中
の
説
明
を
通
じ
て

確
認
で
き
る
。

あ
ふ
ひ
は
長
女
で
、
て
る
よ
と
は
三
ツ
違
ひ
だ
つ
た
が
、
ま
だ
一
度
も
結

婚
し
た
こ
と
は
な
い
。（
…
）
小
時
く
、
或
銀
行
に
事
務
員
に
出
て
ゐ
た
が
、

体
を
こ
は
し
て
家
へ
帰
つ
て
来
る
と
、
西
成
区
玉
出
辰
巳
通
り
に
あ
る
、
相

馬
と
い
ふ
資
産
家
の
邸
へ
手
伝
ひ
に
行
つ
て
ゐ
た
。（
…
）昔
、
あ
ふ
ひ
の
父

親
が
羽
振
り
の
よ
か
つ
た
頃
、相
馬
家
の
誰
か
を
面
倒
を
み
た
と
い
ふ
の
で
、

あ
ふ
ひ
は
か
な
り
の
ん
び
り
と
し
た
位
置
に
座
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
、
主

人
夫
婦
か
ら
も
「
あ
ふ
ひ
さ
ん
、
あ
ふ
ひ
さ
ん
」
と
い
つ
て
可
愛
が
ら
れ
て

ゐ
た
。

あ
ふ
ひ
と
て
る
よ
の
父
親
は
、
か
な
り
人
望
が
あ
っ
た
人
物
の
よ
う
に
見
ら

れ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
あ
ふ
ひ
が
父
親
か
ら
恵
ま
れ
た
こ
と
の
あ
る
資
産
家

の
家
で
お
手
伝
い
と
し
て
働
く
と
き
、
主
人
か
ら
「
あ
ふ
ひ
さ
ん
」
と
言
わ
れ

る
な
ど
、
下
層
民
の
仕
事
と
い
う
印
象
の
強
い
お
手
伝
い
と
し
て
は
見
ら
れ
な

い
ほ
ど
待
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
あ
ふ
ひ
が
妹
の
て
る
よ

と
相
馬
家
の
子
供
の
誕
生
日
の
宴
会
に
参
加
し
た
と
き
、
て
る
よ
を
見
た
相
馬

婦
人
が
、「
こ
れ
が
ほ
ん
ま
の
モ
ダ
ン
令
嬢
や
な
ア
…
…
」と
感
嘆
す
る
場
面
な

ど
を
通
じ
て
、
彼
女
た
ち
が
普
通
の
下
層
民
女
性
と
は
違
う
雰
囲
気
の
女
性
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
芙
美
子
の
作
品
は
、
基
本
的
に
初
期
作
品
か
ら
後
期
作
品
ま
で
、

下
層
民
の
生
活
を
描
く
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、
そ
の
下
層
民
の
生
活

の
描
写
が
、
作
家
の
経
験
を
基
と
し
て
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
幅
広
く
人
気
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

本
作
の
場
合
も
、
こ
の
枠
か
ら
離
れ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た

通
り
、
て
る
よ
と
い
う
女
性
に
対
す
る
作
中
の
描
写
は
、
中
産
階
級
の
女
性
で

は
な
く
、
芙
美
子
が
今
ま
で
描
き
出
し
た
下
層
民
女
性
像
を
そ
の
ま
ま
移
植
し

て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
下
層
民
女
性
と
い
う
人
物
像
が
、

芙
美
子
文
学
に
お
け
る
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。た
だ
し
、

初
期
作
品
と
後
期
作
品
の
場
合
、
作
家
の
経
験
を
通
じ
て
、
下
層
民
女
性
の
日

常
を
描
く
も
の（「
放
浪
記
」）、
も
し
く
は
戦
後
の
悲
惨
な
下
層
民
女
性
の
日
常

を
描
く
も
の
（「
浮
雲
」）
な
ど
、
創
作
当
時
の
時
代
像
を
意
識
し
て
い
る
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
放
浪
記
」に
は
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
転
換
期
に
お
け

る
急
激
な
社
会
変
化
、
例
え
ば
都
会
の
カ
フ
ェ
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
急
増
し
た
女

給
の
こ
と
な
ど
が
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、「
浮
雲
」の
場
合
は
、
敗

戦
後
の
都
会
で
発
生
し
た
社
会
問
題
、
例
え
ば
占
領
軍
を
相
手
と
す
る
パ
ン
パ
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ン
の
生
活
像
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
作
と
も
に
、
主
人
公
の
こ
と
を
直
接

カ
フ
ェ
の
女
給
も
し
く
は
パ
ン
パ
ン
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
リ
ア
ル
な
下
層
民

女
性
像
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
期
作
品
、
特
に
こ
こ

で
挙
げ
て
い
る
「
黯
爾
」
の
場
合
、
一
九
四
〇
年
九
月
に
日
独
伊
三
国
同
盟
が

成
立
し
て
以
来
、
戦
争
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
一
九
四
一
年
に
発
表
さ
れ
た

が
、
驚
く
ほ
ど
戦
争
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
「
黯
爾
」
に
も
、「
帯
広
ま
で
」
と
同
じ
く
語
り
手
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

基
本
的
に
は
、
作
品
と
無
関
係
の
第
三
者
を
語
り
手
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、
登
場
人
物
の
感
情
を
表
現
す
る
場
合
は
、「（

）」な
ど
を
使
用
し
て
、
登

場
人
物
が
直
接
考
え
て
い
る
こ
と
を
語
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
作
品
の
書
き
方
を

一
人
称
視
点
に
変
更
さ
せ
て
い
る
。

「
誰
？

姉
さ
ん
？
」

姉
だ
つ
た
ら
ノ
ッ
ク
な
ど
す
る
筈
も
な
い
の
で
、
て
る
よ
は
入
り
口
の

カ
ー
テ
ン
を
開
け
て
、
小
さ
い
覗
き
窓
か
ら
廊
下
を
透
し
て
み
る
と
、
思

ひ
が
け
な
く
そ
こ
に
は
豊
彦
が
立
つ
て
ゐ
た
。
て
る
よ
は
あ
な
や
も
い
は

せ
ず
、
千
田
を
洋
服

笥
に
押
し
こ
め
た
が
、
丁
度
そ
こ
へ
姉
が
帰
つ
て

来
た
の
か
、
廊
下
で
と
ん
き
や
う
な
あ
ふ
ひ
の
声
が
し
て
ゐ
る
。（
…
）

あ
ふ
ひ
が
部
屋
に
這
入
る
な
り
、
千
田
を
ど
こ
に
隠
し
た
の
か
と
呆
れ

て
ゐ
た
。（
押
入
は
二
人
の
荷
物
で
い
つ
ぱ
い
だ
し
、
ど
こ
へ
千
田
は
隠
れ

た
の
だ
ら
う
…
…
）
あ
ふ
ひ
は
、
そ
れ
で
も
千
田
の
ゐ
な
い
の
に
吻
つ
と

し
た
の
か
豊
彦
に
茶
を
入
れ
て
出
し
た
り
し
て
ゐ
る
。

こ
の
引
用
は
、
て
る
よ
と
あ
ふ
ひ
の
と
こ
ろ
に
千
田
が
来
た
と
き
、
て
る
よ

を
捨
て
た
豊
彦
も
同
時
に
訪
問
す
る
場
面
で
あ
る
。
豊
彦
の
訪
問
に
慌
て
た
て

る
よ
は
、
千
田
を
狭
い
押
し
入
れ
の
中
に
隠
し
て
お
き
、
既
に
千
田
が
来
た
こ

と
を
分
か
っ
て
い
る
あ
ふ
ひ
は
、
豊
彦
と
部
屋
に
入
り
な
が
ら
、
千
田
は
ど
こ

に
隠
し
て
い
る
の
か
と
考
え
て
い
る
。
本
作
は
、
三
人
称
視
点
で
あ
り
、
極
め

て
客
観
的
に
状
況
を
描
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
ふ
ひ
が
千
田
の
こ
と
に
つ

い
て
考
え
て
い
る
と
き
、「
あ
ふ
ひ
は
千
田
が
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ

た
」の
よ
う
な
書
き
方
で
は
な
く
、「（
押
入
は
二
人
の
荷
物
で
い
つ
ぱ
い
だ
し
、

ど
こ
へ
千
田
は
隠
れ
た
の
だ
ら
う
…
…
）」と
あ
ふ
ひ
の
考
え
る
こ
と
自
体
を
直

接
に
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
、
語
り
手
は
第
三
者
で
は
な
く
、

登
場
人
物
の
あ
ふ
ひ
に
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
書

き
方
は
、
作
品
全
体
に
か
け
て
よ
く
見
ら

14
）

れ
る
。

引
用
を
通
じ
て
も
確
認
で
き
る
が
、「
黯
爾
」で
行
わ
れ
る
頻
繁
な
語
り
手
の

転
換
に
よ
っ
て
、
芙
美
子
作
品
を
「
放
浪
記
」
な
ど
の
初
期
作
品
の
よ
う
に
、

作
家
と
語
り
手
を
同
一
視
す
る
読
み
方
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
「
帯
広
ま
で
」
と
同
じ
く
、
読
者
が
登
場
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
容

易
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
の
思
考
・
行
動
を
そ
の
ま
ま
伝
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
一
人
称
視
点
の
特
徴
と
、
読
者
が
登
場
人
物
の
感
情
と
行
動
な

ど
を
想
像
・
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
三
人
称
視
点
の
特
徴
を
同
時
に
持
つ
こ

と
が
で
き
て
い
る
。「
帯
広
ま
で
」
か
ら
は
じ
ま
る

語
り
手
の
転
換

は
、「
黯

爾
」
に
至
っ
て
、
完
全
に
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
中
に
お
け
る
時
間
の
流
れ
も
、
過
去
｜
現
在
と
い
う
時
間
順
で
流
れ
て
い

な
い
。「
黯
爾
」は
、
一
節
か
ら
六
節
ま
で
の
構
成
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
を
時
間

順
で
配
列
す
る
場
合
、
二
節
｜
三
節
｜
四
節
｜
五
節
｜（
一
節
）｜
五
節
｜
六
節

に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
節
は
、
て
る
よ
が
千
田
か
ら
も
ら
っ
た
家
の
表
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札
に
誰
の
名
前
を
書
い
て
お
く
の
か
悩
ん
で
い
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
て

る
よ
と
あ
ふ
ひ
の
対
立
、
て
る
よ
の
出
産
、
て
る
よ
と
あ
ふ
ひ
と
母
親
が
上
京

し
て
、
働
き
な
が
ら
千
田
と
知
り
合
い
、
彼
の
提
案
を
受
け
て
引
っ
越
し
た
直

後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
の
交
錯
と
い
う
構
成
は
、
芙
美
子
文
学

に
お
い
て
は
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
中
期
以
前
の
作
品
に
お
け
る
時
間
の
流

れ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
一
直
線
に
、
平
易
な
形
で
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
中
期

作
品
の
中
で
は
よ
り
複
雑
な
構
造
、
言
い
換
え
る
と
、
視
点
の
転
換
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
芙
美
子
の
初
期
作
品
か
ら
見
ら
れ
る
単
純
な
書

き
方
か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
人
称
の
よ
う
に
全
知
的
な
視
点
で
の

展
開
は
、
登
場
人
物
の
視
線
で
物
語
を
描
く
一
人
称
よ
り
、
登
場
人
物
が
知
ら

な
い
情
報
（
人
物
関
係
、
背
景
説
明
な
ど
）
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
登
場
人
物
の
感
情
な
ど
を
描
き
出
す
場
面
で
は
、
一
人
称
視
点
に
変

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
人
称
よ
り
立
体
的
な
人
物
像
を
創
り
出
す
こ
と
が
で

き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
戦
後
の
「
晩
菊
」、「
浮
雲
」
の
よ
う
な
後

期
作
品
を
通
じ
て
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
後
期
の
作
品
群
に
対
す
る
高
い

評
価
は
、「
黯
爾
」の
よ
う
な
中
期
作
品
で
試
み
た
作
法
の
変
化
か
ら
は
じ
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

五

「
初
旅
」
内
容
分
析

次
に
、「
黯
爾
」
と
一
緒
に
載
せ
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
、「
初
旅
」
に
つ
い

て
論
じ
て
み
た
い
。

柾
木
愛
子
は
、
女
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
十
七
歳
の
少
女
で
あ
る
。
尾

道
で
宿
屋
を
経
営
す
る
家
の
娘
で
、
父
親
と
継
母
の
静
子
と
住
ん
で
い
る
。
そ

し
て
、
静
子
と
は
本
当
の
親
子
の
よ
う
な
親
し
い
関
係
を
維
持
し
て
い
る
。
し

か
し
、
愛
子
は
、
父
親
か
ら
左
千
夫
と
い
う
男
性
と
の
結
婚
を
強
要
さ
れ
る
な

ど
、
女
学
校
卒
業
後
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
し
も
幸
福
だ
と
は
考
え
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、
働
く
た
め
に
満
州
に
行
く
級
友
の
齊
田
小
夜
江
の
こ
と
を
う
ら

や
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
左
千
夫
は
、
戦
争
に
参
加
し
た
経
験
の
あ
る
二
十

八
歳
の
男
性
で
、
真
面
目
で
い
い
人
で
あ
る
が
、
愛
子
が
結
婚
を
拒
否
し
た
た

め
、
彼
は
一
人
で
東
京
へ
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
愛
子
は
静
子
と
二
人
で

東
京
行
き
の
汽
車
に
乗
り
、
尾
道
よ
り
も
綺
麗
な
海
が
あ
る
こ
と
に
感
心
す
る

場
面
で
作
品
が
終
わ
る
。

本
作
も
「
帯
広
ま
で
」
と
「
黯
爾
」
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
三
人
称
視
点
で

展
開
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
黯
爾
」と
は
異
な
り
、
登
場
人
物
の
視
点
に
移
動
し
、

そ
の
人
物
の
視
点
で
物
語
を
語
っ
て
い
る
部
分
は
見
え
な
い
。「
初
旅
」に
お
け

る
語
り
手
は
、
あ
く
ま
で
も
第
三
者
の
立
場
に
固
定
さ
れ
て
物
語
を
展
開
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

中
国
の
尾
道
と
言
ふ
と
こ
ろ
を
読
者
の
方
は
知
つ
て
を
ら
れ
る
で
あ
ら

う
か
。
旅
行
案
内
に
も
備
後
第
一
の
海
市
と
出
て
ゐ
る
や
う
に
、
海
沿
ひ

の
こ
の
町
は
、
た
と
へ
や
う
も
な
い
や
う
な
美
し
い
風
景
の
街
で
あ
る
。

畳
表
、
花
筵
、
酒
や
鯛
、
か
ま
ぼ
こ
な
ん
か
が
名
産
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ

れ
と
同
時
に
、
こ
の
街
の
娘
達
は
、
益
軒
十
訓
の
文
章
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
心
に
情
深
く
、
情
熱
的
な
美
し
い
娘
達
が
非
常
に
多
い
。

狭
い
地
形
の
せ
ゐ
も
あ
つ
て
か
、
こ
の
街
へ
降
り
た
つ
旅
人
た
ち
は
、

尾
道
の
す
べ
て
を
好
き
だ
と
言
ふ
ひ
と
が
中
々
多
い
の
だ
。
大
宝
、
愛
宕

の
小
山
脈
が
街
の
後
に
峙
ち
、
ま
こ
と
に
お
だ
や
か
な
風
光
で
あ
る
。
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こ
の
引
用
は
、
芙
美
子
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、「
初
旅
」

の
一
部
分
で
あ
る
。「
読
者
の
方
」な
ど
の
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
、
作
家
が
作
品
の
背
景
に
な
る
地
域
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
部
分
で
、
典

型
的
な
三
人
称
全
知
的
な
語
り
と
し
て
は
、
珍
し
い
書
き
方
で
は
な
い
。
し
か

し
、「
初
旅
」以
前
の
作
品
で
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
書
き
方
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
本
作
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
作
家
の
内
容
介
入
は
、「
尾
道
」

と
い
う
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
場
面
で

は
、
作
家
の
介
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
徹
底
的
な
三
人
称
視
点
を
維
持
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
架
空
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
作
品
の
中
で
、
作
家

の
実
際
の
感
想
を
入
れ
る
書
き
方
に
つ
い
て
は
、少
し
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
帯
広
ま
で
」な
ど
に
関
す
る
先
行
研
究
が
、そ
し
て
本
論
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

中
期
作
品
は
、
実
際
の
作
家
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
初
期
作
品
と
区
別
で
き
る
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
、
こ
の
「
初
旅
」
で
は
、
作
家
の
介
入
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体
を
作
家
の
実

際
の
こ
と
と
関
連
づ
け
て
読
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。確
か
に
、

作
中
登
場
す
る
尾
道
の
描
写
、
尾
道
で
生
活
す
る
女
学
生
の
こ
と
を
描
く
場
面

は
、
読
者
に
と
っ
て
「
放
浪
記
」
は
も
ち
ろ
ん
、
芙
美
子
の
幼
年
時
代
を
主
題

と
し
た
初
期
作
品
「
風
琴
と
魚
の
街
」
な
ど
も
連
想
さ
せ
る
。

「
放
浪
記
」は
、
作
家
が
尾
道
か
ら
上
京
し
た
以
後
の
都
会
生
活
を
描
い
た
作

品
で
あ
っ
た
。
他
の
初
期
作
品
も
、
こ
の
「
放
浪
記
」
と
類
似
の
雰
囲
気
で
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
一
九
四
一
年
当
時
の
読
者
な
ら
、
引
用
し
た

部
分
を
通
じ
て
、

こ
れ
は
作
家
の
幼
年
期
の
こ
と
か
ら
書
か
れ
た
も
の
だ

と

考
え
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
作
を
中
産
階
層
出
身
女
性
の
煩
悶

な
ど
を
客
観
的
に
描
く
も
の
で
は
な
く
、
初
期
作
品
で
見
ら
れ
た
作
家
本
人
の

話
と
し
て
解
釈
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
論
者
は
、
こ
う
い
う
試
み
を
単
に
作
家
の
経
験
に
依
存
し
て
い
た

初
期
作
品
へ
の
退
行
で
は
な
く
、
書
き
方
の
変
更
、
下
層
民
以
外
の
人
物
像
を

描
く
こ
と
な
ど
、
以
前
の
作
品
と
は
違
う
形
で
作
品
の
執
筆
を
試
し
た
過
程
の

一
部
と
し
て
理
解
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
が
後
期

作
品
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
は
架
空
の
内
容
に
作
家
の
経
験
を
加
え
、
そ
れ
を
三

人
称
で
書
い
て
い
る
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
期
の
代
表
作
「
浮
雲
」
に
お

け
る
主
人
公
達
の
外
国
経
験
、
三
人
称
視
点
で
の
展
開
は
、
そ
の
良
い
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

他
に
も
、「
浮
雲
」
の
男
主
人
公
「
富
岡
」
が
、
農
林
関
係
の
こ
と
に
関
心
が

あ
る
と
い
う
設
定
と
「
初
旅
」
の
「
左
千
夫
」
の
描
写
が
重
な
っ
て
い
る
点
な

ど
は
、
本
作
も
「
帯
広
ま
で
」
や
「
黯
爾
」
と
同
じ
く
、
あ
る
程
度
後
期
作
品

の
原
型
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
左
千
夫
と
い
う
男
性
の
描
写
に
つ
い
て
も
注
目
し
た
い
。
作
中
、

愛
子
の
結
婚
相
手
と
し
て
登
場
す
る
左
千
夫
は
、
応
召
し
て
武
漢
攻
略
戦
な
ど

に
参
加
し
た
経
験
の
あ
る
二
十
八
歳
の
男
性
で
あ
る
。
参
戦
経
歴
の
あ
る
男
性

は
、
特
に
芙
美
子
の
後
期
作
品
で
よ
く
登
場
す
る
男
性
像
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
、
否
定
的
な
価
値
観
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
夜
の
蝙
蝠

傘
」（
一
九
四
八
年
）
な
ど
の
作
品
で
は
、
傷
痍
軍
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
合
し
、

敗
戦
直
後
の
厳
し
い
状
況
を
強
調
す
る
存
在
と
し
て
、
主
人
公
女
性
と
対
立
す

る
場
合
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
初
旅
」の
左
千
夫
に
は
、
後
期
作
品
で
の
否
定

的
な
男
性
像
が
少
し
も
見
ら
れ
な
い
。
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左
千
夫
は
今
年
二
十
八
歳
で
、
愛
子
と
は
随
分
年
が
違
つ
て
ゐ
た
。
早

稲
田
の
法
科
を
出
る
と
東
京
の
あ
る
商
事
会
社
に
勤
め
て
ゐ
た
の
だ
け
れ

ど
、
事
変
が
始
ま
る
と
す
ぐ
応
召
し
て
、
去
年
の
夏
、
無
事
帰
還
し
て
来

た
の
で
あ
る
。
愛
子
の
父
が
み
た
て
た
人
物
だ
け
あ
つ
て
、
無
口
で
お
だ

や
か
で
平
凡
な
男
で
あ
つ
た
。（
…
）左
千
夫
は
小
さ
い
時
か
ら
植
物
が
好

き
で
、
高
等
学
校
を
出
た
ら
、
帝
大
の
農
学
部
に
は
い
り
、
農
林
省
の
官

吏
に
な
り
た
い
と
言
ふ
の
が
理
想
で
あ
つ
た
ら
し
く
そ
れ
が
実
現
さ
れ
な

か
つ
た
時
の
失
望
は
気
の
毒
な
く
ら
い
で
（
…
）
応
召
し
て
兵
隊
に
な
つ

て
か
ら
も
、
北
支
か
ら
中
支
へ
と
転
戦
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
左
千
夫
は
泥

を
少
し
づ
つ
ひ
ろ
つ
て
は
植
物
の
研
究
を
た
の
し
み
に
し
て
い
た
。（
…
）

左
千
夫
は
泥
を
つ
ま
ん
で
舌
に
味
つ
て
み
た
り
、
掌
に
泥
を
ふ
る
つ
て
透

か
し
て
み
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
左
千
夫
は
幼
い
と
き
か
ら
農
林
省
の
官
吏
に

な
る
の
を
希
望
し
た
男
性
で
、
戦
場
で
は
戦
う
中
で
も
夢
の
実
現
の
た
め
に
努

力
し
て
い
る
な
ど
、
真
面
目
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描

写
を
通
じ
て
、
初
期
作
品
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
か
っ
た
肯
定
的
な
男
性
像
を

描
く
一
方
、
後
期
作
品
の
否
定
的
な
男
性
像
、
特
に
引
揚
者
像
と
も
対
照
的
な

男
性
像
を
描
い
て
い
る
。
芙
美
子
の
文
学
に
お
け
る
肯
定
的
な
男
性
像
は
珍
し

い
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
芙
美
子
文
学
に
お
け
る
男
性
は
、
自
分
の
欲
望
な
ど

の
た
め
に
、
女
性
を
利
用
す
る
卑
劣
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、
初
期
の
作
品
で
は
、
女
主
人
公
の
義
父
や
夫
な
ど
、
肯
定
的
に
描

か
れ
る
男
性
も
登
場
し
て
い
る
。
た
だ
、
巡
査
に
侮
辱
さ
れ
る
主
人
公
の
義
父

や
、
稼
が
な
く
て
主
人
公
と
共
に
貧
乏
な
生
活
を
す
る
夫
な
ど
、
社
会
的
・
経

済
的
弱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
後
期
作
品
に
お
け
る
否
定
的
な
男
性
像
の
例
と
し
て
は
、
先
に
言
及

し
た
「
夜
の
蝙
蝠
傘
」
の
主
人
公
「
英
助
」
を
挙
げ
た
い
。
英
助
は
、
戦
場
で

怪
我
を
し
て
帰
っ
た
男
性
と
し
て
、
妻
の
町
子
に
頼
っ
て
生
き
て
い
る
。
作
家

は
、
妻
に
対
す
る
彼
の
行
動
を
通
じ
て
、
引
揚
者
を
無
能
な
存
在
と
し
て
描
く

と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
対
す
る
社
会
的
な
対
策
の
な
い
戦
後
社
会

に
対
す
る
批
判
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
期
作
品

で
あ
る
「
初
旅
」
の
左
千
夫
は
、
英
助
と
同
じ
く
戦
争
に
参
加
し
た
男
性
と
し

て
、
エ
リ
ー
ト
で
真
面
目
な
人
物
で
あ
り
、
否
定
的
な
面
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ

な
い
。

し
か
し
、
愛
子
は
左
千
夫
と
の
結
婚
を
希
望
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
自
分

に
は
結
婚
の
意
思
が
な
い
と
も
告
白
し
て
い
る
。
愛
子
が
左
千
夫
と
の
結
婚
を

拒
否
す
る
理
由
は
、
左
千
夫
の
人
格
、
参
戦
経
歴
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
愛
子
が
「
若
い
娘
の
心
が
不
用
意
に
、
戦
争
か
ら
戻
つ
て
来
た
真
面

目
な
男
へ
そ
ん
な
た
は
む
れ
を
言
は
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
自
分
の

行
動
を
反
省
す
る
場
面
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
が
結
婚
を
拒
否
す

る
行
動
自
体
は
、
女
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
女
性
に
お
け
る

精
神
的
な

放
浪

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
品
の
最
後
の
場
面

で
は
、
愛
子
が
継
母
と
汽
車
で
左
千
夫
の
居
場
所
に
向
か
う
場
面
を
通
じ
て
、

彼
女
の

精
神
的
な
放
浪

が
終
わ
り
、
左
千
夫
と
の
結
婚
を
決
め
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。「
初
旅
」以
前
の
作
品
に
お
け
る
女
性
像
は
、
ほ
と
ん

ど
が
自
立
的
で
粘
り
強
く
生
き
る
女
性
を
主
人
公
と
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か

し
、「
初
旅
」の
愛
子
は
、
親
に
逆
ら
わ
な
い
受
動
的
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
、
愛
子
本
人
の
意
見
で
は
な
く
、
親
の
意
見
に
従
っ
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て
生
き
る
こ
と
に
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
主
人
公
が
他
人

（
親
）の
志
を
受
け
継
い
で
、自
分
の
志
を
曲
げ
る
展
開
は
、芙
美
子
文
学
に
と
っ

て
か
な
り
珍
し
い
形
で
あ
る
。
以
前
の
作
品
で
は
、
自
分
の
意
思
を
大
切
に
す

る
女
性
を
主
人
公
も
し
く
は
中
心
的
な
人
物
と
し
て
描
い
て
い
た
が
、「
初
旅
」

に
至
っ
て
は
、
親
の
希
望
に
従
う
女
性
と
い
う

受
動
的
な
女
性
像

を
主
人

公
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
通
念
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
女
性
、
さ
ら

に
、
そ
の
女
性
を
脇
役
で
は
な
く
主
人
公
と
し
て
描
い
て
い
る
点
は
、
以
前
の

作
品
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
設
定
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
人
物
造
形
を
通
じ
て
、

女
主
人
公＝

社
会
通
念
に
拘
ら
な
い
存
在

と
い
う
主
人
公
像
か
ら
脱
皮
し
よ

う
し
た
作
家
の
試
み
が
窺
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
愛
子
が
親
か
ら
の
結
婚
話
を
拒
否
し
て
自
分
の
将
来
の
こ
と
に
つ

い
て
悩
ん
で
い
る
場
面
を
通
じ
て
、
愛
子
が
単
純
に
典
型
的
な
受
動
的
な
女
性

で
は
な
く
、
あ
る
程
度
そ
れ
に
反
感
を
持
っ
て
い
た
人
物
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
愛
子
の

精
神
的
な
放
浪

自
体
が
、
実
は
自
分
の
自
由
意
思
、

将
来
の
こ
と
を
自
分
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の
意
思
か
ら
発
現
さ
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
愛
子
が
左
千
夫
と
の
結
婚
を
決
心
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
親
の
志
に
従
う
こ
と
で
は
な
く
、
愛
子
自
身
の
意
思
で
決
め
た
こ
と
と

し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
中
の
愛
子
が
内
的
な
葛
藤
を
経
験
す
る
場
面
な
ど
は
、
受
動
的

な
女
性
像

と

自
発
的
な
女
性
像

の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
主
人
公

の
心
情
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
は
、
本
作
が

女
主
人
公
の
愛
子
を
親
の
志
に
従
う
人
と
し
て
描
き
出
し
た
と
し
て
も
、
一
方

で
は
初
期
作
品
の
女
主
人
公
像
、

自
発
的
な
女
性
像

も
共
存
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、『
初
旅
』に
載
せ
ら
れ
た
他
の
作
品
は
ど
の
よ
う
な
女
性
像
を
描

い
て
い
る
の
か
。
す
で
に
言
及
し
た
「
小
間
使
い
の
言
ひ
分
」
の
場
合
、
一
人

の
男
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
姉
妹
、
子
女
教
育
に
は
関
心
の
な
い
「
矯
風
婦
人

会
」所
属
の
母
親
に
対
す
る
小
間
使
い
の
主
人
公
の
嘲
笑
が
印
象
的
で
あ
る
が
、

こ
の
小
間
使
い
と
し
て
働
く
主
人
公
に
は

受
動
的
な
女
性
像

を
連
想
さ
せ

る
要
素
が
な
い
。
雇
い
主
で
あ
る
家
族
か
ら
も
、
特
に
仕
事
な
ど
を
強
制
さ
れ

る
場
面
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
い
つ
も
、
雇
い
主
の
こ
と
を
滑
稽
に
描
写
し
、

嘲
笑
し
な
が
ら
自
分
の
感
想
を
語
っ
て
い
る
そ
の
姿
は
、
他
人
の
意
見
に
従
っ

て
、
自
分
の
意
思
表
示
を
し
な
い

受
動
的
な
女
性
像

の
言
動
と
し
て
は
見

ら
れ
な
い
。

「
怖
ろ
し
き
日
」の
場
合
、
死
ん
だ
夫
の
継
息
子
と
、
新
た
に
恋
す
る
こ
と
に

な
る
男
性
と
の
間
で
葛
藤
す
る
女
性
の
心
理
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
が
、
こ

れ
も

受
動
的
な
女
性
像

と
は
少
し
隔
た
り
が
あ
る
。
他
人
の
意
見
に
従
っ

て
夫
と
結
婚
し
た
こ
と
は
、
確
か
に
典
型
的
な

受
動
的
な
女
性
像

で
あ
る

が
、
夫
の
死
後
、
ほ
か
の
男
性
と
愛
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
彼
と
の
再
婚
を
考

慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
自
分
の
意
思
で
生
き
よ
う
と
す
る
女
性
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
『
初
旅
』
収
録
作
品
も
同
じ
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
収
録
作
品
に
も
、

受
動
的
な
女
性
像

を
意
味
す
る
女
主
人
公
は
登
場
し

な
い
。
た
だ
一
つ
の
作
品
、「
初
旅
」だ
け
が
、
女
主
人
公
を
受
動
的
な
存
在
と

し
て
登
場
さ
せ
、
従
来
の
作
品
と
は
違
う
女
主
人
公
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。

『
初
旅
』
は
、
下
層
民
・
女
性
の
こ
と
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
短
編
集

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
軍
履
歴
の
あ
る
作
家
の
作
品
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
ほ
ど
、
女
性
の
不
倫
、
妾
、
婚
外
子
な
ど
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
し
、

い
ず
れ
も
当
時
の
良
妻
賢
母
主
義
に
抵
触
す
る
女
性
を
描
い
て
い
る
。そ
し
て
、
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こ
の
よ
う
な
特
徴
こ
そ
、『
初
旅
』
発
禁
の
理
由
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
後
、
一
九
四
二
年
頃
か
ら
実
際
の
戦
況
が
悪
化
し
て
行
く
。
そ
し
て
、
戦

争
と
関
係
の
な
い
文
学
活
動
も
不
可
能
な
状
況
に
な
り
、
芙
美
子
も
一
九
四
四

年
四
月
か
ら
田
舎
に
疎
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
戦
争

末
期
の
経
験
の
せ
い
か
、
戦
後
発
表
し
た
作
品
に
は
、
初
期
・
中
期
作
品
で
見

ら
れ
た
肯
定
的
な
社
会
認
識
が
探
し
に
く
く
な
っ
た
。

こ
こ
で
挙
げ
て
み
た
二
つ
の
短
編
を
通
じ
て
、作
品
の
構
成
的
な
側
面
で
は
、

「
私
」と
い
う
語
り
手
お
よ
び
実
際
の
作
家
の
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
素
材
を
排
除

し
、
客
観
的
な
視
点
、
主
に
三
人
称
視
点
を
通
じ
て
作
品
を
展
開
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
芙
美
子
の
中
期
作
品
を
、
単
に
戦
争
協
力

的
な
性
格
の
強
い
作
品
、
つ
ま
り
、
初
期
と
後
期
と
は
断
絶
し
た
時
期
の
も
の

で
は
な
く
、
初
期
作
品
を
多
様
な
形
で
書
き
直
す
一
方
、
初
期
・
後
期
と
も
共

通
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

六

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
今
ま
で
の
中
期
作
品
研
究
が
、
従
軍
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
集
中

し
す
ぎ
た
た
め
、同
時
期
の
作
品
群
に
対
す
る
研
究
が
少
な
い
こ
と
に
注
目
し
、

一
九
三
五
年
作
の
「
帯
広
ま
で
」、
一
九
四
一
年
作
の
「
黯
爾
」
と
「
初
旅
」
を

取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
主
題
を
語
っ
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
初
期
作
品
と
後
期
作
品
と
の
関
連
性
な
ど
を
考
慮
し
て
論
じ
て
み

た
。芙

美
子
の
中
期
作
品
に
は
、
お
そ
ら
く
検
閲
な
ど
の
事
情
も
あ
り
、
日
本
の

戦
争
に
対
す
る
否
定
的
な
表
現
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

特
徴
を
確
認
す
る
い
い
例
と
し
て
、
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
短
編
集

『
初
旅
』の
収
録
作
品
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
収
録
作
品
分
析
を
通
じ
て
、

確
か
に
こ
の
時
期
の
作
品
で
は
、
例
え
ば
「
初
旅
」
の
場
合
、
戦
争
に
参
加
し

た
男
性
の
こ
と
な
ど
を
肯
定
的
に
描
写
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
女
学
校
を

卒
業
し
た
ば
か
り
の
女
性
の
こ
と
が
中
心
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
に
フ
ォ
ー
カ
ス

を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
初
期
作
品
で
主
流
で
あ
っ
た

一
人
称
視
点
で
は
な
く
三
人
称
視
点
を
使
い
、
第
三
者
の
視
線
で
客
観
的
に
内

容
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、「
初
旅
」の
よ
う
な
作
品
を
通
じ
て
、
今

ま
で
の
作
品
が
描
き
出
し
た
女
性
と
は
違
う
女
性
像
を
、
作
品
に
よ
っ
て
は
生

活
方
式
の
違
う
女
性
が
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
な
ど
、
初
期
作
品
の
制
限
さ

れ
た
人
物
造
形
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
部
分
が
確
認
で
き
た
。
論
者
は
、
少
な

く
と
も
本
論
で
論
じ
た
作
品
た
ち
が
、
初
期
・
後
期
と
同
じ
く
女
性
の
こ
と
を

語
り
な
が
ら
も
、
書
き
方
の
変
化
な
ど
を
通
じ
て
、
初
期
作
品
と
区
別
で
き
る

中
期
作
品
の
特
徴
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
、
後
期
作
品
ま
で

続
い
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
み
た
い
。
確
か
に
、
戦
争
を
肯
定
的
に
描
写
し
て

い
る
部
分
が
、
こ
の
時
期
の
作
品
に
登
場
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
全
体

的
に
は
、
露
骨
な
戦
争
支
持
を
避
け
て
、
文
体
・
人
物
像
の
変
化
な
ど
を
試
み
、

初
期
作
品
と
は
違
う
形
の
作
品
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
時
期
の
作
品
群
と

し
て
評
価
し
た
い
。
た
だ
し
、
本
論
で
扱
っ
た
作
品
群
だ
け
で
、
中
期
の
作
品

全
体
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
よ
り
、
本
論
で
分
析
し
た
作
品
た
ち

は
、
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
群
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
し
、
ま
だ
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
中
期
作
品
は
山
ほ
ど
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
本

論
で
の
考
察
内
容
は
、
林
芙
美
子
の
中
期
作
品
研
究
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
端
緒

で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
後
の
研
究
で
は
、
よ
り
多
様
な
中
期
作
品
を
分
析
の
対

― ―42



象
と
し
て
展
開
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

※

本
文
の
引
用
に
つ
い
て
…
漢
字
は
新
字
体
に
変
更
し
、
仮
名
表
記
は
原
文

そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
作
品
名
な
ど
の
固
有
名
詞
の
場
合
は
、

原
文
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。

注

１
）

西
川
長
夫
『
日
本
の
戦
後
小
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
八
月
）

２
）

水
田
宗
子
「
放
浪
す
る
女
の
異
郷
へ
の
夢
と
転
落
｜
｜
林
芙
美
子
『
浮

雲
』」（『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
へ
の
招
待
｜
｜
近
代
女
性
文
学
を
読

む
』、
學
藝
書
林
、
一
九
九
五
年
五
月
）
な
ど
。

３
）

高
崎
隆
治
『
戦
場
の
女
流
作
家
た
ち
』（
論
創
社
、
一
九
九
五
年
八
月
）

４
）

荒
井
と
み
よ
「
林
芙
美
子
の
従
軍
記
」（『
文
藝
論
叢
』
第
五
三
巻
、
大

谷
大
学
文
藝
研
究
会
、
一
九
九
九
年
九
月
）

５
）

高
山
京
子
『
林
芙
美
子
と
そ
の
時
代
』（
論
創
社
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）

６
）

土
田
宏
成
『
日
記
に
読
む
近
代
日
本
４

昭
和
前
期
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
一
年
一
〇
月
）

７
）

坂
垣
直
子『
婦
人
作
家
評
伝
』（
メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社
、
一
九
五
四
年

六
月
）

８
）

現
在
、
林
芙
美
子
全
集
に
未
収
録
の
作
品
の
目
録
に
関
す
る
研
究
は
、

浦
野
利
喜
子
と
久
保
卓
哉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
本
論
で
論
じ
て

い
る
未
収
録
作
品
の
分
類
な
ど
も
、
こ
の
目
録
を
参
考
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
一
部
の
作
品
名
に
誤
記
が
あ
り
、
こ
の
目
録
自
体
へ
の
再
検
討

も
必
要
な
状
況
で
あ
る
。
浦
野
利
喜
子
「
林
芙
美
子
全
集
に
未
収
録
の

作
品
に
つ
い
て

附
資
料

林
芙
美
子
全
集
（
文
泉
堂
出
版
）
未
収
録

作
品
リ
ス
ト
」（『
福
山
大
学
人
間
文
化
学
部
紀
要
』
一
二
号
、
福
山
大

学
人
間
文
化
学
部
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

９
）

吉
田
精
一
「
監
修
の
こ
と
ば
」（『
林
芙
美
子
全
集
』
見
本
、
文
泉
堂
出

版
、
一
九
七
七
年
四
月
）、
一
頁
。

10
）

森
英
一
『
林
芙
美
子
の
形
成
｜
｜
そ
の
生
と
表
現
』（
有
精
堂
、
一
九

九
二
年
五
月
）

11
）

高
山
京
子
『
林
芙
美
子
と
そ
の
時
代
』（
論
創
社
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）

12
）
『
出
版
警
察
報
』
第
一
三
八
号
（
内
務
省
警
報
局
、
一
九
四
二
年
七
月
）、

一
四
六
頁
。

13
）

本
単
行
本
に
は
「
無
名
作
家
の
辯
」
と
い
う
作
品
名
で
載
せ
ら
れ
た
。

内
容
は
同
一
。

14
）

高
山
京
子
は
「
牡
蠣
」
に
お
け
る
視
点
の
往
来
は
、
徳
田
秋
聲
の
影
響

を
受
け
た
た
め
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
秋
聲
の
文
体
を
招
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
初
期
作
品
で
見
ら
れ
た
詩
的
・
自
伝
的
な
作
風
か
ら
大
き
な

飛
躍
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
評
価
す
る
。
高
山
京
子
『
林
芙
美
子

と
そ
の
時
代
』（
論
創
社
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）、
一
二
二
頁
。

（
か
ん

じ
ょ
ん
ほ
・
北
海
道
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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