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１
　

こ
こ
で
〈
文
壇
作
家
〉
と
言
う
の
は
、
江
戸
川
乱
歩
ら
が
自
分
た

ち
「
探
偵
作
家
」
仲
間
と
は
異
質
な
作
家
た
ち
を
指
す
時
の
呼
び
方

で
、
こ
の
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
ボ
ク
は
「
清
張
と
本
格
派
―
乱

歩
封
じ
込
め
戦
略
の
て
ん
ま
つ
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
六
・

九
、
の
ち
『
清
張　

闘
う
作
家　
「
文
学
」
を
超
え
て　

』
二
〇
〇

七
・
六
に
収
録
）
の
な
か
で
、「
乱
歩
は
一
貫
し
て
清
張
ら
を
「
文
壇

作
家
」
と
し
て
遇
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
お

い
た
。

　

乱
歩
の
そ
う
し
た
態
度
が
色
濃
く
う
か
が
え
る
の
は
、
①
清
張
や

福
永
武
彦
、
曽
野
綾
子
ら
を
招
い
た
座
談
会
「
文
壇
作
家
『
探
偵
小

説
』
を
語
る
」（『
宝
石
』
一
九
五
七
・
八
）、
②
清
張
と
の
対
談
「
こ

れ
か
ら
の
探
偵
小
説
」（
同
、
五
八
・
七
）、
そ
し
て
あ
の
長
大
な
自

伝
『
探
偵
小
説
四
十
年
』（
六
一
・
七
）
中
の
③
「
追
記　

昭
和
三
十

二
年
度
以
降
」
の
部
分
な
ど
で
あ
る
。
重
要
な
指
摘
な
の
で
、
煩
を

い
と
わ
ず
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
乱
歩
の
見
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
①
で
は
乱
歩
は
、「
文
壇
の
ふ
つ
う
の
小
説
を
書
い
て
い
ら

つ
し
や
る
方
が
、
探
偵
小
説
あ
る
い
は
推
理
小
説
を
書
か
れ
る
と
い

う
こ
と
は
非
常
に
望
ま
し
い
こ
と
で
」
と
述
べ
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
例

を
見
て
も
、「
本
職
じ
や
な
く
て
、
好
き
で
書
く
ん
だ
か
ら
、
昔
か
ら

そ
う
い
う
ふ
つ
う
の
小
説
家
が
書
い
た
の
に
い
い
も
の
が
あ
る
の
で

す
」
と
し
た
う
え
で
、
谷
崎
・
佐
藤
春
夫
・
芥
川
ら
の
わ
が
国
の
先

例
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
（
一
九
五
七
）
の
状
況
と
し
て

〈
文
壇
作
家
〉
時
代
の
松
本
清
張
・
Ⅰ

藤

井

淑

禎

　
　 「
多
芸
は
無
芸
」
の
危
う
さ
の
な
か
で 
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も
「
文
壇
の
方
が
推
理
小
説
を
書
か
れ
る
人
数
と
い
う
の
は
多
」
く
、

「
非
常
に
隆
盛
で
」、
む
し
ろ
「
わ
れ
わ
れ
専
門
家
の
方
が
だ
め
」
な

く
ら
い
な
の
で
「
こ
う
い
う
座
談
会
な
ど
も
開
き
、
原
稿
も
も
ら
つ

て
、
専
門
家
の
刺
激
に
」
し
た
い
、
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　

い
っ
け
ん
極
め
て
低
姿
勢
な
よ
う
だ
が
、
慇
懃
無
礼
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
傾
き
も
見
ら
れ
、
む
し
ろ
「
わ
れ
わ
れ
専
門
家
」
の
強
烈
な

仲
間
意
識
な
り
党
派
性
み
た
い
な
も
の
が
そ
こ
か
ら
は
感
じ
取
れ

る
。
同
じ
座
談
会
で
、「
い
ま
僕
ら
の
仲
間
で
は
」
と
言
っ
て
い
る
の

も
同
種
の
派
閥
意
識
に
基
づ
く
も
の
だ
し
、「
こ
の
間
、
探
偵
作
家
ク

ラ
ブ
賞
と
い
う
の
を
松
本
さ
ん
に
上
げ
た
ん
で
す
」（
五
七
年
三
月

に
短
編
集
『
顔
』
で
受
賞
）
と
い
う
言
い
方
も
、
気
に
し
出
す
と
、

あ
る
種
の
優
越
感
の
よ
う
な
も
の
を
そ
こ
に
か
ぎ
と
る
こ
と
も
で
き

る
。

　

②
の
清
張
と
の
対
談
で
は
、「
文
壇
作
家
だ
と
い
つ
て
白
眼
視
し

た
り
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
同
じ
愛
好
者
と
し
て
や
つ
て
い
き
た

い
の
で
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
ボ
ク
は
「
清
張
と
本
格
派　

乱

歩
封
じ
込
め
戦
略
の
て
ん
ま
つ
」
で
は
、
こ
れ
は
「
逆
に
、
乱
歩
の

中
で
清
張
ら
を
別
世
界
の
住
人
と
見
る
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
を
裏

側
か
ら
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
乗
り
越
え
が

た
い
党
派
性
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

③
で
は
、（
イ
）「
推
理
小
説
第
四
の
山
」
と
の
タ
イ
ト
ル
が
つ
け

ら
れ
た
部
分
、「「
宝
石
」
の
編
集
に
当
る
」
と
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に

引
用
さ
れ
た
（
ロ
）
連
載
「
余
暇
善
用
」
中
の
一
回
分
（『
東
京
新

聞
』
一
九
五
九
・
七
・
二
六
）、（
ハ
）「
推
理
作
家
を
探
す
話
」（『
朝

日
新
聞
』
一
九
六
〇
・
二
・
七
）
な
ど
に
、
党
派
性
が
露
頭
し
て
い

る
が
、（
イ
）
で
は
、
従
来
の
「
日
本
推
理
小
説
の
第
一
、
第
二
、
第

三
の
山
」
に
続
く
「
今
度
の
第
四
の
山
」
の
特
徴
の
筆
頭
は
、「
普
通

文
壇
作
家
の
推
理
小
説
へ
の
関
心
と
、
そ
こ
か
ら
の
実
作
家
の
輩

出
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
「
一
般
文
壇
」
と
小
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
た
そ
の
部
分
を
引
い
て

お
こ
う
。

松
本
清
張
、
有
馬
頼
義
、
加
田
伶
太
郎
、
菊
村
到
な
ど
が
先
駆

者
で
、
最
近
で
は
水
上
勉
が
最
も
目
立
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
、

大
岡
昇
平
、
椎
名
麟
三
、
梅
崎
春
生
、
中
村
真
一
郎
、
遠
藤
周

作
、
藤
原
審
爾
、
安
部
公
房
、
三
浦
朱
門
、
曽
野
綾
子
、
新
田

次
郎
、
石
原
慎
太
郎
、
小
沼
丹
、
吉
行
淳
之
介
、
邱
永
漢
、
南

条
範
夫
の
諸
氏
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
推
理
小
説
を
発
表
し
て

い
る
。
中
に
も
松
本
清
張
君
は
社
会
性
あ
る
推
理
小
説
の
創
始

者
と
も
い
う
べ
く
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
は
群
を
抜
い

て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
単
に
「
文
壇
作
家
」
と
し
て
も
す
む
と
こ
ろ
が
、
さ

ら
に
そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
、「
普
通
」
と
か
「
一
般
」
と
か
い
っ
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た
語
が
冠
せ
ら
れ
て
、
乱
歩
ら
と
の
距
離
が
念
押
し
さ
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
（
ロ
）
で
は
、
雑
誌
『
宝
石
』
を
「
わ
れ
わ
れ
推
理
小
説
家
の
本
陣

の
よ
う
な
も
の
」
と
形
容
し
、（
ハ
）
で
も
、
文
壇
に
多
く
現
れ
た

「
推
理
小
説
愛
好
家
」
が
「
作
品
を
も
書
く
よ
う
に
な
」
っ
た
の
で
、

「
私
は
多
く
の
文
壇
作
家
の
原
稿
を
『
宝
石
』
に
も
ら
う
こ
と
が
で
き

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
結
束
を
「
本
陣
」

と
い
う
語
で
表
現
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
外
の
人
々
は
し
ょ
せ
ん

「
愛
好
家
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
判
で
押

し
た
よ
う
に
「
文
壇
作
家
」
と
い
う
語
で
ひ
と
括
り
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

乱
歩
の
こ
う
し
た
態
度
は
、「
清
張
と
本
格
派　

乱
歩
封
じ
込
め

戦
略
の
て
ん
ま
つ
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
本
格
派
」
批
判
を
展
開

し
た
こ
の
前
後
の
評
論
の
中
で
清
張
が
自
ら
を
元
々
の
推
理
作
家
で

あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
そ
の
上
で
自
ら
を
一
方
の
雄
と
し
て
後
に

社
会
派
対
本
格
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
構
図
を
提
出
し
て
き
た

こ
と
に
対
す
る
乱
歩
の
釈
然
と
し
な
い
思
い
に
起
因
し
て
い
た
側
面

も
無
視
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ば
、
世
間
一

般
の
見
方
と
し
て
も
、
こ
の
頃
ま
で
の
清
張
が
推
理
小
説
作
家
た
ち

と
は
住
む
世
界
を
異
に
す
る
、「
文
壇
作
家
」
た
ち
の
一
員
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
清
張
の
デ

ビ
ュ
ー
作
「
西
郷
札
」
の
発
表
は
一
九
五
一
年
な
の
だ
か
ら
、
推
理

小
説
作
家
に
転
身
す
る
ま
で
の
か
な
り
長
い
あ
い
だ
、
清
張
に
は
文

壇
作
家
時
代
と
で
も
呼
べ
る
期
間
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
時
期
の
清
張
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
さ
ら
に
は
、
い
つ
頃

い
か
に
し
て
、
清
張
は
推
理
小
説
作
家
に
転
身
し
て
い
っ
た
の
か
、

と
い
う
清
張
研
究
に
と
っ
て
の
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
、
こ
こ
か
ら

は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

２
　
「
西
郷
札
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
五
一
年
三
月
か
ら
「
点
と
線
」
の

連
載
が
開
始
さ
れ
た
五
七
年
二
月
ま
で
の
六
年
間
に
清
張
が
ど
の
よ

う
な
作
品
を
発
表
し
て
い
た
か
の
だ
い
た
い
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
『
松
本
清
張
全
集
38
』
や
『
松
本
清
張
全
集
66
』
の
「
年
譜
」（
藤

井
康
栄
編
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
、

松
本
清
張
記
念
館
編
の
図
録
『
新
た
な
る
飛
翔　

点
と
線
の
こ
ろ
』

（
二
〇
〇
〇
・
一
二
）
は
、「
松
本
清
張
初
期
作
品
系
譜
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
も
と
に
、「
歴
史
・
時
代
小
説
」、「
現
代
小
説
」、「
推
理
小

説
」
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

　

そ
れ
を
見
る
と
、
文
壇
作
家
時
代
の
清
張
が
い
か
に
さ
ま
ざ
ま
な

作
品
を
矢
継
ぎ
早
に
発
表
し
て
い
た
か
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
清
張
自
身
は
、
芥
川
賞
受
賞
（
一
九
五
三
・
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一
）
後
、「
ま
る
二
年
間
は
さ
し
た
る
原
稿
の
注
文
も
な
」
く
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
」（「
作
家
殺
し
の
賞
」
五

九
・
三
）
な
ど
と
回
想
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
年
間
一
〇
か
ら
二
〇

作
く
ら
い
を
発
表
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
奇
異
と
言
え
ば
奇
異
な
発

言
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
先
の
「
松
本
清
張
初
期
作

品
系
譜
」
に
話
を
戻
す
と
、
そ
こ
で
は
「
推
理
小
説
」
の
第
一
作
は
、

五
五
年
一
二
月
の
「
張
込
み
」
と
し
て
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
言
う
と
、「
松
本
清
張
初
期
作
品
系
譜
」
と
は
別

に
記
念
館
作
成
の
「
作
品
系
統
図
」（
展
示
物
）
な
る
も
の
も
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
前
年
発
表
の
「
女
囚
抄
」
と
「
脅
喝
者
」
も
「
推
理

小
説
」
の
中
に
入
れ
て
あ
る
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
松

本
清
張
初
期
作
品
系
譜
」
は
、「（
両
作
は　

藤
井
注
）『
作
品
系
統

図
』
で
は
推
理
小
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
作
成
者
の
判
断
で
現
代
小

説
に
入
れ
る
」
と
注
し
た
う
え
で
、「
現
代
小
説
」
の
グ
ル
ー
プ
に
移

動
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
で
い
く
と
、「
松
本
清
張
初
期
作

品
系
譜
」
で
「
推
理
小
説
」
第
一
作
と
さ
れ
た
「
張
込
み
」
で
さ
え

も
、「
現
代
小
説
」
の
グ
ル
ー
プ
に
移
動
さ
せ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

要
は
、
何
を
も
っ
て
推
理
小
説
と
み
な
す
か
、
と
い
う
定
義
を
め

ぐ
る
困
難
さ
が
そ
こ
に
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
特
徴
を
最

小
限
に
絞
り
込
め
ば
、
推
理
小
説
を
定
義
づ
け
る
こ
と
も
、
そ
れ
ほ

ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
、

ト
リ
ッ
ク
な
り
謎
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
ラ
ス

ト
近
く
で
推
理
さ
れ
、
謎
解
き
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

う
え
に
、
謎
解
き
の
主
体
が
探
偵
な
り
刑
事
で
あ
れ
ば
、
な
お
い
っ

そ
う
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
書
き
方
語
り
方
と
し

て
は
、
読
者
に
対
し
て
秘
密
や
隠
蔽
を
意
図
的
に
す
な
わ
ち
計
算
ず

く
で
仕
掛
け
つ
つ
話
を
進
め
て
い
く
、
と
い
う
の
も
お
そ
ら
く
「
最

小
限
」
の
中
に
入
る
特
徴
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
推
理
小
説
自
体
の
完
璧
な
定
義
は
む
ず
か
し
く
と

も
、
最
低
限
こ
れ
だ
け
を
備
え
て
い
れ
ば
、
と
い
う
控
え
目
な
定
義

を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
何
を
も
っ
て
推
理
小
説
と
み
な
す
か
を
示

す
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
実
際
、
前
述
の
最
小
限
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
か
け
て

東
西
で
試
み
ら
れ
て
き
た
推
理
小
説
の
定
義
の
最
大
公
約
数
的
な
も

の
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
「
張
込
み
」
問
題

に
戻
る
と
、
そ
こ
に
は
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴
ら
し
き
も
の
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
の
、
俗
に
言
う

サ
ス
ペ
ン
ス
も
の
に
近
い
作
品
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
現
代
小

説
」
の
グ
ル
ー
プ
に
移
動
さ
せ
た
ほ
う
が
、
と
提
案
し
た
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

　
「
松
本
清
張
初
期
作
品
系
譜
」
で
は
、「
張
込
み
」
の
翌
年
の
五
六
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年
の
「
推
理
小
説
」
欄
に
も
「
顔
」
を
始
め
と
し
て
一
〇
近
い
作
品

を
入
れ
て
い
る
が
、「
張
込
み
」
と
同
様
の
理
由
で
、
疑
問
が
残
る
。

そ
の
意
味
で
も
、
堂
々
た
る
推
理
小
説
と
し
て
は
、
や
は
り
最
小
限

の
特
徴
を
具
備
し
た
「
点
と
線
」
ま
で
待
つ
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
先
に
、
清
張
の
文
壇
作
家
時
代
を
、「
西
郷
札
」
が
発
表
さ

れ
た
一
九
五
一
年
か
ら
「
点
と
線
」
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
五
七
年

ま
で
の
六
年
間
、
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
推
理
、
現
代
、
歴
史
・
時
代
、
の
三
分
類
の
問
題
点

は
、
推
理
小
説
の
定
義
の
む
ず
か
し
さ
だ
け
で
は
な
い
。
い
さ
さ
か

言
い
が
か
り
的
に
な
る
が
、
た
と
え
ば
現
代
（
む
ろ
ん
執
筆
当
時
）

の
新
聞
社
に
展
覧
会
で
の
展
示
品
候
補
と
し
て
「
西
郷
札
」
が
送
ら

れ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
「
西
郷
札
」
を
、「
現
代
小
説
」
で
は

な
く
、
一
方
的
に
「
歴
史
・
時
代
小
説
」
の
欄
に
入
れ
て
よ
い
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
さ
え
問
題
に
は
な
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
極
端
な
例
だ
が
、
最
後
は
、
三
分
類
の
是
非
、
と
い
う
問
題

に
行
き
着
く
。
た
と
え
ば
、「
松
本
清
張
初
期
作
品
系
譜
」
の
「
現
代

小
説
」
の
と
こ
ろ
に
は
、「（
自
伝
的
小
説
・
評
伝
的
小
説
を
含
む
）」

な
ど
と
付
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
を
見
て
も
、
は
た
し
て
分
類

は
三
つ
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
。

　
「
推
理
小
説
」
な
り
「
現
代
小
説
」
な
り
を
ど
う
定
義
す
べ
き
か
、

ま
た
、
そ
の
定
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
品
を
ど

の
枠
に
入
れ
る
べ
き
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
頭
を
悩
ま
す
ほ
ど

愚
か
な
こ
と
は
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
、
す
で
に
推
理
小
説
の
最
小

限
の
特
徴
は
確
認
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
推

理
小
説
（
的
）
で
あ
る
、
と
い
う
断
定
は
自
信
を
持
っ
て
お
こ
な
え

る
。
決
し
て
、「
現
代
小
説
」
や
「
歴
史
・
時
代
小
説
」
と
ま
ぎ
れ
る

恐
れ
は
な
い
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
の
分
類
を
あ

え
て
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、
文
壇

作
家
時
代
の
清
張
が
い
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
書
い
て
い
た
か
の

そ
の
「
さ
ま
ざ
ま
さ
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に

重
要
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
、
い
つ
頃
い
か
に
し
て
清
張
は
推
理
小

説
作
家
へ
と
転
身
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
清
張
研
究
に
と
っ
て

の
も
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
解
決
の
カ
ギ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

は
ず
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
、
手
放
せ
な
い
の
は
、
先

の
「
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴
」
だ
。
こ
の
時
期
の
、「
現
代
小

説
」・「
歴
史
・
時
代
小
説
」
を
も
ひ
っ
く
る
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
作
品

を
検
討
す
る
な
か
で
、
あ
わ
せ
て
そ
の
「
最
小
限
の
特
徴
」
の
有
無

を
探
る
こ
と
で
、
清
張
に
お
け
る
推
理
小
説
作
家
へ
の
転
身
問
題
解

明
の
端
緒
が
つ
か
め
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

３
　

三
分
類
に
振
り
回
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
さ
ま
ざ
ま
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な
作
品
を
検
討
す
る
中
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な　

ど
ん
な
種
類
の

　

作
品
か
を
見
極
め
る
必
要
は
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
歴

史
も
の
か
現
代
も
の
か
と
い
っ
た
よ
う
な
目
の
付
け
方
よ
り
も
、
大

衆
向
け
と
い
う
こ
と
を
ど
の
程
度
意
識
し
た
作
品
か
、
と
い
う
観
点

の
ほ
う
が
よ
り
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
①
作
者
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
か
、
②
掲
載
紙

誌
が
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
③
読
者
が
ど
の
よ
う
な

タ
イ
プ
の
作
品
と
し
て
受
け
止
め
た
か
、
の
三
点
の
検
証
と
、
そ
し

て
何
よ
り
も
作
品
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
の

検
討
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
こ
で
、
デ
ビ
ュ
ー
作
の
「
西
郷
札
」
だ
が
、
そ
も
そ
も

清
張
は
ど
の
よ
う
な
つ
も
り
で
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

こ
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
は
清
張
自
身
の
言
及
が
数
多
く
あ
り
、

そ
れ
ら
に
引
き
ず
ら
れ
る
恐
れ
も
な
い
で
は
な
い
が
、
い
ち
お
う
そ

の
自
注
類
を
年
代
順
に
書
き
出
し
て
み
る
と
、「
作
家
殺
し
の
賞
」

（
五
九
・
三
）、「「
一
人
の
芭
蕉
」
松
本
清
張
」（
青
柳
尚
之
に
よ
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
、『
宝
石
』
六
三
・
六
）、
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス
『
西
郷

札
』「
あ
と
が
き
」（
六
三
・
一
二
）、「
こ
の
十
年
」（
六
四
・
二
・

二
）、「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」（
七
一
・
四
・
五
）、『
松
本
清
張
全
集

35
』「
あ
と
が
き
」（
七
二
・
七
）、『
自
伝
抄
１
』「
雑
草
の
実
」（
七

七
・
三 

）
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。

　
『
週
刊
朝
日
』
が
総
額
百
万
円
の
賞
金
を
か
け
て
募
集
し
た
「
百
万

人
の
小
説
」（
第
一
回
朝
日
文
芸
）
に
、「
ち
ょ
っ
と
面
白
そ
う
な

テ
ー
マ
を
思
い
つ
い
た
の
で
」（「
作
家
殺
し
の
賞
」）
応
募
し
た
と
の

趣
旨
は
一
貫
し
て
お
り
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
の
自
注
で
あ
る
割

に
は
各
自
注
間
の
ズ
レ
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
た
だ
、
賞
金
に

つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
「「
一
人
の
芭
蕉
」
松
本
清
張
」
や

「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」
な
ど
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
わ
た
し
は
、
実

は
賞
金
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
せ
め
て
入
選
の
十
万
円

で
も
も
ら
え
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い
た
」（「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」）

と
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
引
く
の
が
「
雑
草
の
実
」
で
、
や
は
り
「
賞

金
の
破
格
に
多
額
な
こ
と
（
一
席
三
十
万
円
）
に
魅
せ
ら
れ
た
か
ら

で
」
と
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
賞
金
目
当
て
と
「
テ
ー
マ
は
き
っ
と
い
け
る
」（「『
西

郷
札
』
の
こ
ろ
」
中
に
紹
介
さ
れ
た
当
時
の
新
聞
記
事
中
の
清
張
の

コ
メ
ン
ト
）
と
い
う
思
い
と
の
二
つ
が
、「
西
郷
札
」
で
の
応
募
へ
と

結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
（
軽
め
の
？
）
動
機
な
り

姿
勢
は
、「
百
万
人
の
小
説
」
と
い
う
か
た
ち
で
大
衆
性
を
前
面
に
打

ち
出
し
た
『
週
刊
朝
日
』
側
の
募
集
姿
勢
と
も
み
ご
と
に
整
合
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、「
百
万
人
」
は
大
衆

向
け
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
書
名
、
全
集
名
、
さ
ら
に
は
「
百
万

人
の
作
家
」
と
い
う
か
た
ち
で
吉
川
英
治
、
石
坂
洋
次
郎
ら
の
大
衆
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作
家
を
指
す
言
葉
と
し
て
大
流
行
し
て
お
り
、
使
用
す
る
側
に
も
受

け
取
る
側
に
も
、
そ
の
意
味
が
ま
ぎ
れ
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
に
、『
週
刊
朝
日
』
の
「
予
選
合
格
」
発
表
や
「
入
選
」
発
表

の
記
事
を
見
て
も
、
選
に
入
っ
た
作
品
は
「
現
代
小
説
」、「
ユ
ー
モ

ア
小
説
」、「
時
代
小
説
」
の
三
種
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち

「
ユ
ー
モ
ア
小
説
」、「
時
代
小
説
」
の
二
種
は
呼
称
か
ら
し
て
す
で
に

大
衆
小
説
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
と
肩

を
並
べ
る
「
現
代
小
説
」
も
、
大
衆
小
説
系
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
わ

か
る
。
ち
な
み
に
「
西
郷
札
」
が
掲
載
さ
れ
た
号
の
特
集
は
「
傑
作

時
代
小
説
」
で
あ
り
、
井
伏
鱒
二
、
大
佛
次
郎
、
尾
崎
士
郎
、
長
谷

川
伸
ら
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て

も
、
大
衆
文
学
系
の
雑
誌
向
け
に
、
大
衆
文
学
と
し
て
書
か
れ
、
そ

し
て
大
衆
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
入
選
し
た
「
西
郷
札
」、
と
い
う
大

枠
は
ひ
と
ま
ず
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
作
品
そ
の
も
の
の
検
討

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
ひ
と
ま

ず
周
辺
事
項
の
確
認
を
終
え
て
お
く
と
、
清
張
は
掲
載
誌
を
大
佛
次

郎
、
木
々
高
太
郎
、
長
谷
川
伸
ら
に
送
っ
て
お
り
（「
雑
草
の
実
」）、

同
文
で
の
「
長
谷
川
伸
氏
は
大
衆
文
学
の
巨
頭
で
あ
る
か
ら
」
云
々

と
い
う
物
言
い
か
ら
も
、
ま
た
、
こ
れ
が
縁
で
「
東
京
の
雑
誌
社
か

ら
大
衆
小
説
の
注
文
で
も
く
れ
ば
」（
同
前
）
と
期
待
し
て
い
た
こ
と

か
ら
も
、
清
張
が
自
作
を
大
衆
文
学
、
大
衆
小
説
と
み
な
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

４
　

で
は
、
は
た
し
て
「
西
郷
札
」
は
自
他
と
も
に
認
め
る
よ
う
な
、

大
衆
小
説
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
清
張
自
身
が
言
う
「
ち
ょ
っ
と

面
白
そ
う
な
テ
ー
マ
」、
す
な
わ
ち
、
百
科
事
典
で
「
西
郷
札
」
と
い

う
項
目
を
目
に
し
て
、
西
南
戦
争
後
そ
の
札
の
補
償
を
求
め
た
も
の

の
容
れ
ら
れ
ず
破
産
し
た
も
の
が
続
出
し
た
と
い
う
記
述
か
ら
、

「
西
郷
札
を
買
占
め
て
一
儲
け
を
企
ら
む
ヤ
ミ
商
人
的
な
人
間
を
配

し
た
ら
面
白
い
筋
に
な
り
そ
う
だ
」（「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」）
と

テ
ー
マ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
あ
た
り
は
確
か
に
、
い
か
に
も
大
衆

小
説
的
な
着
想
で
あ
り
、
構
想
で
は
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
清
張
が

の
ち
の
ち
ま
で
気
に
す
る
こ
と
に
な
る
、『
週
刊
朝
日
』
の
「
審
査
報

告
」
中
の
「
題
材
の
魅
力
に
た
す
け
ら
れ
て
ト
ク
を
し
た
感
が
な
い

で
も
な
い
」
と
い
う
評
も
、
む
ろ
ん
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
関
係
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
際
は
「
西
郷
札
」
は
テ
ー
マ
に
お
ん
ぶ
し
た
だ
け
の

「
大
衆
小
説
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
後
年
影
響
関
係
を

告
白
す
る
こ
と
に
な
る
木
村
毅
『
小
説
研
究
十
六
講
』（
一
九
二
五
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年
）
な
ど
か
ら
学
ん
だ
小
説
技
法
に
由
来
す
る
も
の
を
始
め
と
し

て
、
小
説
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
や
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
「
西
郷
札
」
は
い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
で
、
額
縁
部
分
に
は
現
代
の
新

聞
社
員
で
あ
る
「
私
」
が
お
り
、
現
代
部
分
に
は
さ
ま
れ
た
、
西
南

戦
争
前
後
を
背
景
と
す
る
中
身
の
画
に
あ
た
る
部
分
に
は
、
も
と
島

津
の
支
藩
の
藩
士
を
父
に
持
つ
樋
村
雄
吾
が
お
り
、
新
聞
社
主
催
の

展
覧
会
の
準
備
係
の
「
私
」
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
西
郷
札
二
〇
枚

と
一
冊
の
覚
書
が
端
緒
と
な
っ
て
、
覚
書
の
筆
者
で
あ
る
雄
吾
の
西

郷
札
を
め
ぐ
る
数
奇
な
体
験
が
明
か
さ
れ
て
い
く
構
成
と
な
っ
て
い

る
。
作
品
全
体
は
一
三
の
部
分
か
ら
成
り
、
序
章
に
あ
た
る
現
代
編
、

一
章
か
ら
十
一
章
ま
で
の
雄
吾
の
数
奇
な
体
験
部
分
、
そ
し
て
最
後

の
十
二
章
で
は
ふ
た
た
び
現
代
に
戻
り
、「
私
」
の
想
像
と
探
索
で
閉

じ
ら
れ
て
い
る
。

　

西
南
戦
争
の
敗
者
と
し
て
上
京
し
た
雄
吾
は
、
政
府
高
官
で
あ
る

塚
村
の
妻
と
な
っ
た
季
乃
（
父
の
再
婚
相
手
の
連
れ
子
で
、
雄
吾
よ

り
五
歳
年
下
）
と
再
会
し
た
が
、
二
人
の
仲
を
邪
推
す
る
塚
村
か
ら

政
府
が
西
郷
札
を
買
い
上
げ
る
と
の
情
報
を
吹
き
込
ま
れ
、
仲
間
と

「
西
郷
札
を
買
占
め
て
一
儲
け
を
企
ら
」（「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」）
ん

だ
も
の
の
、
や
が
て
そ
れ
は
ニ
セ
情
報
で
す
べ
て
が
塚
村
の
陰
謀
で

あ
り
、
み
ず
か
ら
も
「
虚
言
を
以
て
住
民
共
多
数
を
欺
」
し
た
か
ど

で
官
憲
に
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
雄
吾
が
「
最
後
の
策
」
を
思
い
め

ぐ
ら
す
個
所
で
覚
書
は
破
り
取
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
雄
吾
の
そ
の

後
を
「
私
」
が
想
像
し
、
古
い
新
聞
記
事
を
探
索
す
る
、
と
い
う
結

末
な
の
で
あ
る
。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
南
戦
争
や
西
郷
札
、
明
治
の
官
界
と
い
っ

た
歴
史
ネ
タ
の
効
果
的
な
取
り
こ
み
、
一
攫
千
金
を
も
く
ろ
む
人
間

の
業
、
連
れ
子
同
士
で
ほ
の
か
に
慕
い
合
う
義
理
の
兄
妹
に
悪
役
の

夫
を
か
ら
ま
せ
る
人
間
関
係
な
ど
、
こ
れ
が
上
々
の
大
衆
小
説
で
あ

る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
読
者
を
意
識
し
て

い
ろ
ん
な
所
に
仕
掛
け
ら
れ
た
秘
密
や
隠
蔽
の
生
み
出
す
効
果
で
あ

る
。

　

た
と
え
ば
、
覚
書
は
雄
吾
が
「
余
」
と
い
う
一
人
称
体
で
西
郷
札

を
め
ぐ
る
み
ず
か
ら
の
数
奇
な
体
験
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
私
」
が
「
雄
吾
」
と
い
う
三
人
称
体
で
現
代
風
に
書
き
改
め
た

の
が
一
章
か
ら
十
一
章
ま
で
の
雄
吾
の
体
験
部
分
だ
が
、
そ
れ
に
先

立
つ
序
章
で
は
、
そ
の
数
奇
さ
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
、
一
読
し
た

「
私
」
の
驚
き
の
反
応
だ
け
が
、「
私
は
こ
れ
を
家
に
持
っ
て
帰
っ
て

読
ん
だ
が
、
思
わ
ず
夜
を
徹
し
て
読
了
し
た
」
と
か
、「
私
は
近
頃
に

な
い
昂
奮
に
駆
ら
れ
て
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

読
者
を
意
識
し
た
隠
蔽
は
他
に
い
く
つ
も
あ
る
。
雄
吾
が
季
乃
と

再
会
で
き
た
の
は
、
車
夫
と
な
っ
て
い
た
雄
吾
が
た
ま
た
ま
季
乃
の
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夫
の
塚
村
を
乗
せ
て
家
ま
で
送
り
届
け
た
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
の
部

分
は
、「
あ
る
夜
の
せ
た
客
は
、
後
に
彼
の
運
命
を
つ
く
っ
た
人
物
で

あ
っ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
な
思
わ
せ
ぶ
り
な
書
き
方
と
な
っ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
妻
と
雄
吾
の
関
係
に
疑
念
を
持
っ
た
塚
村
が
部
下

を
使
っ
て
雄
吾
の
周
辺
を
探
ら
せ
、
そ
の
報
告
を
聞
い
た
際
の
反
応

は
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

夕
方
、
役
所
が
退
け
る
頃
に
帰
っ
て
き
た
使
の
報
告
を
き
い
た

塚
村
の
表
情
は
、
使
の
者
の
前
で
は
普
通
だ
っ
た
が
、
席
に
か

え
る
と
難
し
い
仕
事
上
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
考

え
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
家
に
帰
っ
て
妻
に
告
げ
た
言
葉
は
、

「
義
兄
さ
ん
を
呼
び
に
や
れ
。
こ
の
間
の
話
（
西
郷
札
買
い
上
げ

工
作　

藤
井
注
）
が
う
ま
く
ゆ
き
そ
う
だ
と
な
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
、
疑
い
が
晴
れ
た
か
ら
に
は
義
兄
の
た
め
に

一
肌
脱
ご
う
、
と
も
と
れ
る
が
、
先
の
ほ
う
ま
で
読
み
進
む
と
、
報

告
を
聞
い
て
疑
い
が
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
雄
吾
を
陥
れ

る
た
め
の
陰
謀
を
め
ぐ
ら
し
始
め
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
呼
び
出
し

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
読
者
を
意
識
し
て
隠

蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
隠
蔽
の
な
か
で
も
最
大
の
も
の
は
、
覚
書
が
破
り
取

ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
雄
吾
の
言
う
「
最
後
の
策
」
と
は
何
で
、
そ

し
て
雄
吾
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
が
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
仕
掛

け
に
な
っ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
作
品
冒
頭
で
、
覚
書
の
中
身
は
伏
せ
、

一
読
し
た
「
私
」
の
驚
き
の
反
応
だ
け
を
記
す
と
い
う
、
読
者
を
意

識
し
た
隠
蔽
が
見
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
身
が
こ
こ
で
「
私
」

に
よ
っ
て
種
明
か
し
的
に
明
か
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
手
元
に
あ
る
覚

書
の
中
身
は
明
か
さ
れ
て
も
、
雄
吾
の
そ
の
後
は
読
者
の
想
像
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
る
）
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
見
て
来
る
と
、
大
衆
文
学
系
の
雑
誌
向
け
に
大
衆

文
学
と
し
て
書
か
れ
、
そ
し
て
大
衆
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
た
「
西

郷
札
」
だ
が
、
先
に
確
認
し
た
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴　

ト

リ
ッ
ク
な
り
謎
の
存
在
と
、
そ
れ
が
ラ
ス
ト
近
く
で
探
偵
的
人
物
に

よ
っ
て
謎
解
き
さ
れ
、
か
つ
、
読
者
に
対
し
て
秘
密
や
隠
蔽
を
仕
掛

け
つ
つ
話
を
進
め
て
い
く
と
い
う　

を
も
か
な
り
の
程
度
具
備
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
西
郷
札
」
は
そ
の
意
味
で
「
張
込
み
」
な
ど

よ
り
は
は
る
か
に
推
理
小
説
的
な
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

５
　

前
述
の
よ
う
に
、
清
張
が
「
西
郷
札
」
を
主
に
は
大
衆
小
説
の
つ

も
り
で
書
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
送
っ
た
相
手
が
「
大
衆
文
学
の
巨

頭
」（「
雑
草
の
実
」）
で
あ
る
長
谷
川
伸
や
大
佛
次
郎
で
あ
っ
た
こ
と
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か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
彼
ら
と
は
作
家
と
し
て
の
立
場
を
異
に

す
る
木
々
高
太
郎
に
ま
で
、
そ
れ
も
「
こ
の
よ
う
な
小
説
で
も
推
理

小
説
に
な
る
で
し
ょ
う
か
」（「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」）
と
の
言
葉
を

添
え
て
献
本
し
た
こ
と
は
、
単
に
清
張
が
〈
欲
を
出
し
た
〉
か
ら
だ

と
言
っ
て
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
面

も
い
く
ら
か
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
前
節
で
確
認
し
た
「
西
郷
札
」

に
見
ら
れ
る
「
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
清

張
は
「
西
郷
札
」
の
推
理
小
説
性
に
十
分
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
考

え
た
ほ
う
が
自
然
だ
。
大
衆
小
説
の
つ
も
り
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

い
く
ぶ
ん
か
は
推
理
小
説
的
に
も
書
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
具
合

に
。

　

そ
し
て
こ
の
延
長
線
上
に
、
今
度
は
ハ
ッ
キ
リ
推
理
小
説
の
つ
も

り
で
書
い
た
「
記
憶
」（『
三
田
文
学
』
一
九
五
二
・
三
）
と
い
う
作

品
が
登
場
し
て
く
る
。
推
理
小
説
と
し
て
の
「
記
憶
」
執
筆
は
、
清

張
が
木
々
か
ら
の
礼
状
の
文
言
を
誤
読
し
た
こ
と
が
キ
ッ
カ
ケ
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
の
「
清
張
と
本
格
派　

乱
歩
封
じ
込
め
戦
略

の
て
ん
ま
つ
」（
二
〇
〇
六
・
九
）
で
詳
述
し
た
。
す
な
わ
ち
「（「
西

郷
札
」
は　

藤
井
注
）
大
そ
う
立
派
な
も
の
で
す
。
そ
の
あ
と
こ
の

種
の
も
の
矢
つ
ぎ
早
や
に
書
く
こ
と
を
お
す
ゝ
め
い
た
し
ま
す
」
と

な
っ
て
い
た
の
を
、「
そ
の
あ
と
本
格
も
の
矢
つ
ぎ
早
や
に
書
く
こ

と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
」
と
誤
読
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
本
格
」
と
か
「
本
格
的
」
と
い
う
ほ
め
言
葉
は
、
和
田
芳
恵
か
ら
清

張
宛
の
葉
書
（
一
九
五
三
・
一
・
二
四
付
け
、
図
録
『
ふ
る
さ
と
小

倉　

清
張
文
学
の
は
ば
た
き
』
松
本
清
張
記
念
館
編
、
一
九
九
八
・

一
二
）
に
も
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
（
小
島
政
二
郎
が
「
或
る
『
小

倉
日
記
』
伝
」
を
評
し
た
言
葉
）、
こ
の
時
期
ほ
め
言
葉
と
し
て
広
く

流
通
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
清
張
は
、「
こ
の
種
の
も
の
」
を
「
本
格
も
の
」
と
誤
読
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
が
他
な
ら
ぬ
木
々
で
も
あ
っ
た
の
で
、
そ

れ
を
一
般
的
な
意
味
で
は
な
く
「
推
理
小
説
の
意
味
」（「『
西
郷
札
』

の
こ
ろ
」）
に
と
り
、「
推
理
小
説
と
し
て
、
ど
こ
か
の
雑
誌
に
出
し

て
く
れ
る
の
か
と
思
っ
て
」（「「
一
人
の
芭
蕉
」
松
本
清
張
」） 

推
理

小
説
の
つ
も
り
で
「
記
憶
」
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
会
っ
て

直
接
執
筆
を
勧
め
ら
れ
て
も
い
る　
「
雑
草
の
実
」）。

　

し
た
が
っ
て
、
主
に
は
大
衆
小
説
の
つ
も
り
で
書
い
た
「
西
郷
札
」

と
は
ち
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
前
述
の
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴

を
か
な
り
は
っ
き
り
と
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
記
憶
」
は
、

「
一　
（
あ
る
雑
誌
に
投
稿
し
た
青
枝
伸
一
の
原
稿
）」（
内
部
は
さ
ら

に
1
か
ら
5
ま
で
の
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る　

藤
井
注
）
と
、「
二

（
あ
る
雑
誌
の
編
集
長
畠
中
善
一
が
青
枝
伸
一
に
与
え
た
手
紙
）」
と

の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
初
出
に
基
づ
く
）。
青
枝
の

原
稿
は
一
種
の
自
伝
小
説
で
、
父
や
母
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
謎
を
青
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枝
が
解
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対

す
る
畠
中
の
手
紙
は
、
青
枝
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
し
、
畠
中
な
り
の

謎
解
き
を
試
み
た
も
の
で
、
二
つ
の
謎
解
き
が
対
峙
す
る
か
っ
こ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　

先
に
確
認
し
た
推
理
小
説
の
最
小
限
の
特
徴　

ト
リ
ッ
ク
や
謎
の

存
在
と
、
そ
れ
が
ラ
ス
ト
近
く
で
探
偵
的
人
物
に
よ
っ
て
謎
解
き
さ

れ
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
は
読
者
に
対
し
て
秘
密
や
隠
蔽
を
仕
掛
け
つ

つ
話
を
進
め
て
い
く
語
り
方
が
駆
使
さ
れ
る
と
い
う　

に
照
ら
し
合

わ
せ
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
探
偵
的
人
物
に
よ
る
謎
解
き
が
、「
一
」

の
終
盤
の
青
枝
に
よ
る
そ
れ
と
、「
二
」
で
の
畠
中
に
よ
る
そ
れ
と
、

二
度
も
読
者
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い
る
。

　

秘
密
や
隠
蔽
と
表
裏
一
体
の
ト
リ
ッ
ク
や
謎
も
、「
記
憶
」
に
は
ふ

ん
だ
ん
に
見
ら
れ
る
。「
記
憶
」
は
、「
私
の
父
は
三
十
三
で
失
踪
し
、

母
は
四
十
一
で
亡
く
な
つ
た
。
父
の
失
踪
は
私
が
六
つ
の
と
き
、
母

の
死
は
そ
れ
か
ら
十
一
年
お
く
れ
て
十
七
の
と
き
だ
つ
た
。
そ
の
母

の
死
後
二
十
年
ほ
ど
た
つ
」
と
い
う
導
入
部
分
か
ら
始
ま
る
が
、「
私

は
父
母
の
素
性
を
は
つ
き
り
知
ら
な
い
」
こ
と
を
皮
切
り
と
し
て
、

父
の
こ
と
に
な
る
と
話
を
避
け
た
が
る
母
、
父
の
写
真
が
一
枚
も
な

い
こ
と
、
幼
時
の
か
す
か
な
記
憶
で
は
父
は
家
に
は
お
ら
ず
、
母
と

二
人
で
他
人
の
家
に
会
い
に
出
か
け
た
こ
と
、
母
に
背
負
わ
れ
て
夜

道
を
行
く
際
に
見
た
ガ
ラ
ス
瓶
工
場
の
真
赤
な
火
、
そ
の
横
を
並
ん

で
歩
く
父
で
は
な
い
も
う
一
人
の
男
の
記
憶
、
さ
ら
に
は
そ
の
男
と

母
と
三
人
で
見
た
赤
々
と
燃
え
る
山
の
火
の
思
い
出
な
ど
、
謎
が
満

載
だ
。

　

そ
れ
ら
に
対
す
る
青
枝
に
よ
る
謎
解
き
は
、「
母
の
死
後
、
二
十
数

年
た
つ
た
今
年
の
春
の
あ
る
日
」
と
語
り
出
さ
れ
る
「
一
」
の
4
、

5
節
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
い
写
真
の
中
に
あ
っ
た

「
母
の
兄
だ
と
い
う
、
私
に
は
伯
父
に
当
る
三
十
七
八
の
男
」
の
写
真

の
発
見
が
端
緒
と
な
っ
た
。
若
い
時
に
故
郷
を
出
て
以
来
故
郷
と
は

音
信
不
通
で
あ
っ
た
母
の
も
と
に
、
そ
ん
な
年
齢
の
兄
の
写
真
が
あ

る
わ
け
が
な
い
と
「
私
」
の
妻
が
言
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、「
私
」
は
、
こ
れ
が
「
父
で
は
な
い
も
う
一
人
の
男
」
の
写
真
で

あ
る
と
確
信
し
、
さ
ら
に
写
真
を
つ
ぶ
さ
に
点
検
す
る
こ
と
で
、
台

紙
か
ら
は
写
真
館
の
所
在
地
を
、
印
画
紙
の
裏
か
ら
は
、
か
す
れ
た

「
エ
ラ
」
と
い
う
男
の
名
字
を
探
り
当
て
る
。
満
載
の
謎
に
続
い
て
は

一
種
の
写
真
ト
リ
ッ
ク
が
読
者
の
興
味
を
引
き
付
け
る
の
だ
。

　

次
は
「
エ
ラ
」
の
身
元
捜
し
で
あ
る
。
写
真
館
の
所
在
地
で
あ
る

飯
塚
の
郵
便
局
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、「
恵
良
」
の
縁
者
は
簡
単
に
わ

か
っ
た
。「
私
」
が
大
阪
か
ら
は
る
ば
る
と
訪
ね
る
と
、
か
つ
て
下
関

（
昔
の
「
私
」
の
一
家
の
居
住
地
）
の
警
察
署
勤
務
の
恵
良
は
す
で
に

一
五
年
前
に
他
界
し
た
こ
と
を
姪
で
あ
る
老
婦
人
か
ら
教
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
恵
良
の
下
関
時
代
の
「
大
き
な
し
く
じ
り
」
と
下
関
時
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代
の
写
真
、
さ
ら
に
は
帰
り
道
で
見
た
ボ
タ
山
の
火
か
ら
、「
私
」
の

記
憶
す
る
「
も
う
一
人
の
男
」
は
恵
良
で
あ
り
、
母
と
恵
良
は
不
倫

の
関
係
に
あ
っ
て
、
恵
良
が
飯
塚
に
左
遷
さ
れ
た
後
も
「
私
」
を
連

れ
て
母
は
恵
良
を
訪
ね
て
い
た
こ
と
に
思
い
至
る
。

　
「
一
」
は
こ
の
よ
う
な
青
枝
に
よ
る
謎
解
き
と
母
へ
の
憎
悪
と
に

よ
っ
て
締
め
括
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、「
二
」
で
は
そ
の
謎
解

き
に
対
し
て
青
枝
の
原
稿
を
読
ん
だ
畠
中
が
異
議
を
唱
え
る
か
っ
こ

う
に
な
っ
て
い
る
。
犯
罪
者
の
父
を
逃
す
た
め
に
母
は
、
い
つ
し
か

自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
刑
事
を
捨
て
身
で
誘
惑
し
た
の

で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
原
因
で
左
遷
さ
れ
た
恵
良
へ
の
一
種

の
同
情
心
が
子
連
れ
で
の
飯
塚
訪
問
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
が
畠
中
に
よ
る
も
う
一
つ
の
謎
解
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
う

し
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
分
だ
け
、
畠
中
の
謎
解
き
の
ほ
う
が
優
位
の

印
象
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
推
理
小
説
と
し
て

の
諸
要
素
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
満
載
の
謎
を
仕
掛
け
な
が
ら
、

写
真
ト
リ
ッ
ク
を
境
に
、
探
偵
的
人
物
に
よ
る
（
複
数
の
）
謎
解
き

へ
と
な
だ
れ
込
ん
で
い
く
あ
た
り
は
、
推
理
小
説
の
つ
も
り
で
書
い

た
と
い
う
清
張
の
狙
い
通
り
の
出
来
栄
え
と
な
っ
て
い
る
。

６
　

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
推
理
小
説
の
つ
も
り
で
書
い
た
「
記
憶
」
が

推
理
雑
誌
で
は
な
く
、
純
文
学
系
の
『
三
田
文
学
』
に
載
っ
た
こ
と

が
清
張
を
と
ま
ど
わ
せ
た
（
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス
『
西
郷
札
』「
あ
と

が
き
」）。「
そ
こ
で
同
誌
の
性
格
に
合
う
小
説
を
と
思
い
、
つ
ぎ
に
提

出
し
た
の
が
「
或
る
小
倉
日
記
伝
」
で
あ
る
」（
同
前
）。「
三
田
文
学

な
ん
か
に
の
る
ん
だ
っ
た
ら
、
も
っ
と
ま
と
も
な
、
ね
。
い
わ
ゆ
る

純
文
学
系
列
の
も
の
を
書
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
気
が
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
書
い
た
の
が
「
或
る
『
小
倉
日

記
』
伝
」」（「「
一
人
の
芭
蕉
」
松
本
清
張
」）。
大
衆
小
説
に
推
理
小

説
、
そ
し
て
次
は
純
文
学
系
の
小
説
と
、
歳
こ
そ
と
っ
て
い
る
も
の

の
作
家
と
し
て
は
一
年
生
の
清
張
の
こ
の
多
芸
ぶ
り
に
は
驚
か
さ
れ

る
。

　

と
こ
ろ
で
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」（『
三
田
文
学
』
一
九
五
二
・

九
）
に
関
し
て
は
、
平
井
隆
一
（「
松
本
清
張
作
品
目
録
」
第
一
回
、

砂
書
房
版
『
松
本
清
張
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
六
・
九
）
が
紹
介

す
る
『
朝
日
新
聞
の
作
家
た
ち
』（
新
延
修
三
、
一
九
七
三
・
一
〇
）

で
は
、
九
州
在
の
新
聞
人
経
由
で
そ
の
弟
で
あ
る
柴
田
錬
三
郎
が

『
三
田
文
学
』
に
紹
介
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
掲
の
「
雑
草

の
実
」
で
は
、「
記
憶
」
の
あ
と
、「
木
々
氏
か
ら
つ
づ
い
て
何
か
送

る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
の
で
、
も
っ
と
文
学
的
な
も
の
を
と
思
っ

て
」「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
を
「『
三
田
文
学
』
の
編
集
部
宛
に

出
し
た
」
と
あ
る
。
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「
い
わ
ゆ
る
純
文
学
系
列
の
も
の
」、「
も
っ
と
文
学
的
な
も
の
」
の

つ
も
り
で
書
い
た
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
に
は
、
そ
の
言
葉
通

り
、
前
述
の
推
理
小
説
的
要
素　

謎
と
か
秘
密
、
さ
ら
に
は
後
出
し

し
た
り
意
図
的
に
伏
せ
た
り
と
い
っ
た
読
者
を
つ
る
よ
う
な
書
き
方

　

は
、
い
っ
さ
い
見
ら
れ
な
い
。
読
者
を
意
識
し
た
個
所
と
し
て
は
、

せ
い
ぜ
い
オ
チ
の
部
分　

小
倉
時
代
の
鷗
外
の
日
記
が
所
在
不
明
と

な
っ
て
い
た
た
め
に
、
学
問
好
き
の
上
田
啓
作
な
る
男
が
障
害
の
あ

る
体
に
鞭
打
っ
て
小
倉
時
代
の
鴎
外
の
聞
き
取
り
調
査
や
資
料
調
査

に
邁
進
し
た
も
の
の
、
結
局
挫
折
し
病
死
し
た
後
に
な
っ
て
日
記
が

発
見
さ
れ
る
と
い
う
運
命
の
皮
肉　

が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
、
そ

れ
以
外
で
は
、
徹
底
し
て
「
文
学
的
な
」
書
き
方
や
趣
向
が
貫
か
れ

て
い
る
（
初
出
に
基
づ
く
）。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
の
内
面
の
絶
望
や

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
プ
ラ
イ
ド
へ
の
注
視
と
剔
抉
。
男
と
女
、
母
と

子
、
男
同
士
の
友
情
の
情
感
豊
か
な
表
現
。
さ
ら
に
は
、
で
ん
び
ん

や
（
伝
便
屋
）
の
鈴
の
音
と
い
う
印
象
的
な
縁
取
り
の
も
と
に
、
戦

争
へ
と
な
だ
れ
こ
ん
で
い
く
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
を
描

く
手
付
き
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
純
文
学
作
家
の
そ
れ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
清
張
は
、
木
々
か
ら
の
葉
書
の
誤
読
に
端
を
発
す
る
運

命
の
い
た
ず
ら
（
誤
読
し
た
結
果
推
理
小
説
を
書
き
、
そ
れ
が
純
文

学
雑
誌
に
載
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
改
め
て
純
文
学
系
小
説
を
書

き
、
と
い
う
）
に
も
導
か
れ
て
、
い
く
つ
も
の
顔
を
使
い
分
け
る
作

家
と
し
て
ス
ロ
ー
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
の

清
張
を
悩
ま
せ
た
の
が
「
歴
史
小
説
家
の
レ
ッ
テ
ル
」（
前
出
「
作
家

殺
し
の
賞
」、『
松
本
清
張
全
集
35
』「
あ
と
が
き
」）
だ
っ
た
。
江
藤

新
平
を
主
人
公
と
し
た
「
梟
示
抄
」（
一
九
五
三
・
二
）、
徳
川
将
軍

家
に
仕
え
た
本
多
正
信
・
正
純
父
子
を
主
人
公
と
し
た
「
戦
国
権

謀
」（
同
・
四
）
の
二
作
が
そ
う
し
た
評
価
を
招
い
た
と
は
清
張
自
身

の
分
析
だ
が
、
こ
の
前
後
の
「
く
る
ま
宿
」（
一
九
五
一
・
一
二
）、

「
啾
啾
吟
」（
一
九
五
三
・
三
）、「
権
妻
」（
一
九
五
三
・
九
）
な
ど
と

い
っ
た
歴
史
も
の
に
は
多
少
と
も
読
者
を
意
識
し
た
部
分
（
面
白

さ
）
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
確
か
に
こ
の
二
作
に
は
史
実
に
基

づ
い
た
淡
々
と
し
た
叙
述
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。「
西
郷
札
」
の
審

査
報
告
で
指
摘
さ
れ
て
以
来
（「『
西
郷
札
』
の
こ
ろ
」）、
清
張
が
気

に
し
続
け
た
「
題
材
ド
ク
」
の
作
品
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
〈
文
壇
作
家
〉
時
代
の
清
張
の
初
期
を
見
て
き
た
わ
け

だ
が
、
一
九
五
一
年
の
「
西
郷
札
」
か
ら
五
三
年
の
「
梟
示
抄
」、「
戦

国
権
謀
」
ま
で
の
間
に
限
っ
て
も
、
清
張
は
四
つ
の
顔
を
使
い
分
け

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
衆
小
説
作
家
、
推
理
小
説
作
家
、
純
文
学

小
説
作
家
、
そ
し
て
歴
史
小
説
作
家
の
顔
だ
。
一
面
で
は
見
事
な
多

芸
ぶ
り
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
清
張
自
身
は
そ
う
し
た
自
ら

の
作
家
像
に
決
し
て
満
足
な
ど
し
て
い
な
か
っ
た
。
最
初
の
ほ
う
で

紹
介
し
た
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
」（「
作
家
殺
し
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の
賞
」）
と
い
う
実
感
も
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
が
、
同
じ
文
章
中
に

は
、「
僕
は
自
分
の
文
体
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」、「
受

賞
当
時
（
一
九
五
三
年
一
月
の
芥
川
賞
受
賞　

藤
井
注
）
は
、
作
風

も
文
章
も
決
ま
っ
た
も
の
が
無
く
、
将
来
の
見
当
も
つ
い
て
い
な

か
っ
た
」、
と
い
う
よ
う
な
自
己
評
も
見
ら
れ
る
。「
も
と
も
と
自
分

の
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
私
は
何
を
書
い
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
」

（「
こ
の
十
年
」）
と
い
う
の
も
、
同
種
の
感
懐
だ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
時
期
の
清
張
は
、
自
ら
が
書
い
た
も
の
に
手
応

え
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
は
み
ず
か
ら
の
鉱
脈
を

い
ま
だ
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。〈
多
芸
は

無
芸
〉
と
の
慣
用
表
現
も
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
清
張
を
無
芸
と
ま

で
極
め
付
け
る
の
は
酷
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ

の
多
芸
ぶ
り
は
、
こ
の
時
点
で
は
プ
ラ
ス
の
意
味
を
帯
び
て
は
い
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
時
期
の
清
張
を
語
る
際
に
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
直
木

賞
芥
川
賞
問
題
（
当
初
は
直
木
賞
候
補
だ
っ
た
「
或
る
『
小
倉
日
記
』

伝
」
が
芥
川
賞
の
選
考
に
廻
さ
れ
、
受
賞
に
至
っ
た
と
い
う
前
代
未

聞
の
「
事
件
」）
も
、
実
は
こ
の
時
期
の
清
張
が
い
く
つ
も
の
顔
を
持

つ
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
事
件
」
だ
っ
た
。

か
つ
て
大
衆
小
説
と
し
て
の
「
西
郷
札
」
が
直
木
賞
候
補
と
な
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
作
品
内
容
か
ら
で
は
な
く
大
衆
小
説
作
家

と
し
て
の
顔
ゆ
え
に
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
の
場
合
も
当
初
は

直
木
賞
の
選
考
の
ほ
う
に
廻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
直
木
賞
芥
川
賞
「
事
件
」
は
、
確
か
に
多
芸
に
は
ち
が

い
な
い
が
、
そ
の
内
実
は
い
ま
だ
み
ず
か
ら
の
鉱
脈
を
掘
り
当
て
ら

れ
ず
に
、「
何
を
書
い
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
」
さ
ま
よ
い
続
け
て
い
た

〈
文
壇
作
家
〉
時
代
初
期
の
清
張
を
象
徴
す
る
よ
う
な
事
件
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
〈
付
記
〉
文
壇
作
家
時
代
の
清
張
と
い
う
観
点
は
立
教
大
学
大
学

院
修
了
生
の
大
塩
竜
也
君
も
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
中
間
小
説

（
誌
）
と
こ
の
時
期
も
含
め
た
清
張
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

近
年
高
橋
孝
次
氏
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
研
究
を
進
め
て
い

る
。

�

（
立
教
大
学
文
学
部
教
授
）




