
松
本
清
張
を
読
む
た
め
の
覚
書

一　
『
点
と
線
』
か
ら
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
へ

松
本
清
張
の
小
説
の
特
徴
と
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、「
地
方
性
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
松
本
氏
の
推
理
小
説
作

法
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の
尊
重
に
立
脚
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
中
島
河
太
郎
は
、「
氏
が
作
品
の
背
景
と
舞
台
に
、
地
方
を
取
り
入
れ
、
風
物
を
描
写

し
た
の
は
、
氏
の
実
感
に
即
し
て
い
る
上
に
、
そ
の
筆
致
の
詩
情
と
と
も
に
、
読
者
の
感
動
を
そ
そ
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
１
）

。

中
島
に
よ
れ
ば
、
清
張
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
か
せ
な
い
の
は
「
実
感
」
に
支
え
ら
れ
た
「
地
方
」
の
「
風
物
」
で
あ
り
、
清
張
の
作
品
が
読
者
を

引
き
つ
け
て
や
ま
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
は
、「
地
方
」
を
詩
情
豊
か
に
描
き
出
す
筆
致
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
井
上
ひ
さ
し
も
、
中
島
と
同
様
に
、「
地
方
性
」
を
清
張
作
品
の
重
要
な
要
素
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。「
普
通
み
な
さ
ん
が
あ
げ
る
の
は
日

常
性
と
庶
民
性
で
す
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
は
も
う
一
つ
、
や
は
り
、
地
方
性
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
」
と
い
う
井
上
は
、「
清
張
さ
ん
は
、
あ
る
意

味
で
は
初
め
て
日
本
列
島
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
と
ら
え
た
」
と
述
べ
、
た
と
え
ば
『
点
と
線
』
は
「
日
本
を
ひ
と
つ
の
全
体
」
と
し
て
捉
え
た

記
念
す
べ
き
作
品
だ
と
論
じ
た

（
２
）

。

『
点
と
線
』
は
一
九
五
七
年
二
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
『
旅
』
に
連
載
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
「
旅
行
の
指
導
的
な
役
割
を
長
く
担
っ
て
き
た
」

五
一

松
本
清
張
を
読
む
た
め
の
覚
書

︱
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
け
る
北
陸
を
め
ぐ
っ
て

山　

本　

幸　

正
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五
二

旅
行
雑
誌
に
ふ
さ
わ
し
い
小
説
と
し
て
、「
読
者
か
ら
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
た
」
と
い
う

（
３
）

。
有
名
な
東
京
駅
で
の
四
分
間
の
ア
リ
バ
イ
作
り
の
シ

ー
ン
を
始
め
、
時
刻
表
ト
リ
ッ
ク
、
さ
ら
に
一
九
五
一
年
に
始
ま
っ
た
日
本
航
空
に
よ
る
国
内
線
ま
で
早
速
登
場
さ
せ
た
『
点
と
線
』
は
、
ま
さ

に
『
旅
』
に
ふ
さ
わ
し
い
小
説
だ
っ
た
。
物
語
の
舞
台
も
、
博
多
湾
に
臨
む
香
椎
か
ら
北
海
道
に
ま
で
広
が
る
。
そ
れ
ゆ
え
井
上
ひ
さ
し
に
倣
っ

て
、『
点
と
線
』
は
「
日
本
を
一
つ
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
の
は
し
り

0

0

0

と
な
っ
た
」
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
と
は
な
る
ま
い
。
読

者
は
『
点
と
線
』
を
読
む
こ
と
で
、
日
本
縦
断
を
体
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。『
点
と
線
』
に
お
け
る
「
地
方
性
」
で
あ
る
。
井
上
や
中
島
が
言
う
よ

う
に
『
点
と
線
』
は
、
は
た
し
て
本
当
に
地
方
色
豊
か
な
作
品
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
物
語
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
香
椎
海
岸
で
あ
る
。
万
葉
集
巻
六
に
収
録
さ
れ
た
、「
い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟
に
白
妙
の
袖
さ
えマ

マ

ぬ

れ
て
朝
菜
摘
み
て
む

（
４
）

」
と
い
う
大
伴
旅
人
の
歌
と
と
も
に
「
眺
望
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
」
と
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
、
香
椎
へ
の
興
趣
は
す
ぐ
さ
ま

「
し
か
し
、
現
代
の
乾
い
た
現
実
は
、
こ
の
王
朝
の
抒
情
趣
味
を
解
さ
な
か
っ
た
」
と
否
定
さ
れ
、「
現
代
」
と
い
う
時
代
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ま

た
香
椎
駅
近
辺
で
、
心
中
し
た
と
思
わ
れ
る
男
女
を
目
撃
し
た
会
社
員
は
、
女
の
声
に
つ
い
て
、「
土
地
の
訛
の
な
い
、
標
準
語
で
し
た
。
こ
の

辺
の
者
な
ら
、
そ
ん
な
言
葉
づ
か
い
は
し
ま
せ
ん
。
言
葉
の
調
子
か
ら
、
あ
れ
は
東
京
弁
だ
と
思
い
ま
す
」
と
証
言
す
る
の
だ
が
、「
こ
の
辺
の

者
」
で
あ
る
は
ず
の
本
人
が
使
う
の
は
標
準
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
会
社
員
が
東
京
の
刑
事
に
証
言
し
て
い
る
の
な
ら
、
標
準
語
で
話
し
た
と
し

て
も
、
何
ら
い
ぶ
か
し
い
こ
と
は
な
い
。
だ
が
彼
の
証
言
を
聴
取
し
て
い
る
の
は
、
福
岡
署
の
刑
事
・
鳥
飼
重
太
郎
な
の
で
あ
る
。
会
社
員
の

「
言
葉
づ
か
い
」
か
ら
「
訛
」
と
い
う
「
地
方
性
」
は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
『
点
と
線
』
の
舞
台
は
、
九
州
か
ら
北
海
道
ま
で
、
日
本
を
縦
断
す
る
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
。
小
説
世
界
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地

方
が
舞
台
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
『
点
と
線
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
地
方
の
「
地
方
性
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
思
い
の
外
少
な
い
。
た

と
え
ば
警
視
庁
捜
査
二
課
の
警
部
補
・
三
原
紀
一
が
は
じ
め
て
香
椎
海
岸
を
訪
れ
た
際
に
口
に
し
た
一
言
、「
こ
れ
が
名
高
い
玄
界
灘
で
す
か
？

［
中
略
］
ゆ
っ
く
り
眺
め
る
と
、
や
っ
ぱ
り
い
い
で
す
な
あ
」
と
い
う
言
葉
に
、
香
椎
の
「
地
方
性
」
を
わ
ず
か
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。



松
本
清
張
を
読
む
た
め
の
覚
書

五
三

ま
た
三
原
が
東
京
に
戻
っ
て
す
ぐ
に
足
を
向
け
た
馴
染
み
の
喫
茶
店
で
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
直
後
に
差
し
挟
ま
れ
る
一
節
、「
コ
ー
ヒ
ー
が
お

い
し
か
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
田
舎
で
は
味
わ
え
な
い
」
と
い
う
箇
所
に
も
、「
地
方
性
」
を
感
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
言

え
ば
三
原
の
言
葉
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
美
味
さ
を
除
け
ば
東
京
と
香
椎
に
差
が
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。
香
椎
の
「
地
方
性
」
は
美
味
し
く
な

い
コ
ー
ヒ
ー
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
担
保
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、
東
京
と
香
椎
は
「
現
代
」
と
い
う
同
時

代
性
で
結
ば
れ
た
同
質
の
場
所
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
地
方
性
」
と
は
、
す
な
わ
ち
普
遍
に
対
す
る
特
殊
性
、
中
心
に
対
す
る
周
縁
性
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。『
点
と
線
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
交
通

手
段
で
日
本
を
縦
断
し
て
い
く
〝
旅
〟
小
説
で
は
あ
る
が
、
地
方
の
特
殊
性
や
周
縁
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
よ
う
と
し
た
小
説
で
は
な
か
っ
た
。

未
知
な
る
地
方
を
提
示
し
、
読
者
を
煽
情
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
無
縁
の
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
地
方
性
」
と
は
、
中
心
に
存
在
す

る
普
遍
的
と
み
な
さ
れ
て
い
る
視
線
に
よ
っ
て
、
地
方
が
地
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
き
に
生
成
し
て
く
る
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地
方
を
地

方
と
み
な
す
視
線
を
普
遍
と
思
い
込
み
内
面
化
し
な
い
限
り
、
地
方
の
「
地
方
性
」
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
し
た

傲
岸
不
遜
な
眼
差
し
が
、
ど
う
も
『
点
と
線
』
に
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。

『
点
と
線
』
の
前
半
、
香
椎
が
物
語
の
舞
台
と
な
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
警
視
庁
の
三
原
だ
け
で
な
く
、
鳥
飼
重
太
郎
も
重
要
な
視
点
人
物
と

し
て
登
場
し
、
物
語
を
動
か
し
て
い
く
。
そ
の
鳥
飼
に
と
っ
て
、
三
原
が
「
め
ず
ら
し
そ
う
に
」
眺
め
た
玄
界
灘
の
「
景
色
」
は
、
あ
く
ま
で
も

日
常
の
も
の
だ
。
そ
れ
は
新
奇
な
も
の
、
特
殊
性
や
周
縁
性
を
帯
び
た
も
の
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
福
岡
署
の
刑
事
で
あ
る
鳥
飼
に
と
っ
て
香
椎

は
、
自
ら
の
生
活
拠
点
に
近
い
場
所
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
三
原
に
と
っ
て
は
旅
情
を
喚
起
す
る
非
日
常
に
充
ち
た
場
所
で
あ
っ

て
も
、
鳥
飼
に
と
っ
て
は
既
知
の
空
間
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
福
岡
で
生
ま
れ
下
関
で
育
ち
、
小
倉
で
学
校
教
育
を
受
け
た
清
張

に
と
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
香
椎
の
景
物
は
、
故
郷
の
そ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し

て
『
点
と
線
』
は
、
地
方
を
扱
い
な
が
ら
も
、
地
方
に
過
剰
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
投
影
す
る
こ
と
の
な
い
物
語
を
紡
ぎ
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
『
点
と
線
』
が
物
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
東
京
と
博
多
は
特
急
《
あ
さ
か
ぜ
》
で
結
ば
れ
て
い
る
し
、
福
岡
と
東
京
は
飛
行
機
に
乗
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四

れ
ば
四
時
間
で
、
東
京
と
札
幌
は
三
時
間
で
移
動
可
能
だ
。
あ
ら
た
め
て
井
上
ひ
さ
し
の
言
葉
を
援
用
す
る
な
ら
、
日
本
は
「
一
つ
の
総
体
」
と

化
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
「
地
方
性
」
を
地
方
に
見
出
す
こ
と
は
、
ま
す
ま
す

困
難
に
な
っ
て
い
く
。「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
尊
重
」
を
重
視
し
つ
つ
、「
日
常
性
と
庶
民
性
」
を
損
な
わ
ず
に
「
地
方
性
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う

と
す
る
の
な
ら
、
周
到
か
つ
慎
重
な
戦
略
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
二
上
洋
一
は
「
詩
情
の
凝
縮
」（『
別
冊
・
幻
影
城
』、
一
九
七
六
年
一
月
）
で
、

「
松
本
清
張
時
代
」
を
も
た
ら
し
た
大
切
な
要
素
と
し
て
、
清
張
特
有
の
「
詩
情
」
を
あ
げ
て
い
る
。
推
理
小
説
に
お
け
る
「
現
実
離
れ
」
を
批

判
し
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
大
切
さ
を
説
い
た

（
５
）

清
張
は
、
他
方
で
「
詩
情
」
の
文
学
者
で
も
あ
っ
た
。〝
彼
方
〟
へ
の
志
向
を
端
的
に
表
す
「
地
方

性
」
も
ま
た
、
清
張
の
「
詩
情
」
を
醸
し
出
す
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
。
清
張
は
「
地
方
性
」
を
、
ど
の
よ
う
に
演

出
し
た
の
か
。『
点
と
線
』
の
連
載
が
終
了
し
た
直
後
か
ら
、
清
張
は
『
ゼ
ロ
の
焦
点

（
６
）

』
の
連
載
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
の
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』

を
読
む
こ
と
で
、
清
張
の
「
詩
情
」
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二　

遠
さ
の
演
出

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
、
二
十
六
歳
の
板
根
禎
子
が
三
十
六
歳
の
鵜
原
憲
一
と
見
合
い
結
婚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
憲
一
は
「
Ａ

広
告
社
の
北
陸
地
方
の
出
張
所
主
任
」
を
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
禎
子
は
北
陸
地
方
に
興
味
を
抱
き
、
新
婚
旅
行
の
行
き
先
も
北
陸
を
希
望
し
た
。

「
暗
鬱
な
空
と
、
荒
い
波
が
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
北
の
海
」
に
思
い
を
馳
せ
、
夫
と
な
る
人
物
が
働
い
て
い
る
「
土
地
を
通
過
し
て
み
た
い

衝
動
」
に
駆
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
憲
一
は
、
禎
子
の
要
望
を
「
も
っ
と
花
や
か
な
と
こ
ろ
が
い
い
」
と
却
下
す
る
。
北
陸
に
は
、
新
婚
旅
行
に
ふ
さ
わ
し
い
「
花
や
か

さ
」
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
だ
。
憲
一
は
一
貫
し
て
自
ら
が
勤
務
す
る
土
地
を
否
定
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
見
合
い
の
席
上
で
、

「
金
沢
っ
て
、
い
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
」
と
問
い
か
け
た
禎
子
の
母
に
対
し
て
は
、「
い
や
、
つ
ま
ら
ん
と
こ
ろ
で
す
。
年
じ
ゅ
う
、
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五

暗
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
重
苦
し
い
所
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、「
信
州
か
ら
木
曽
に
ま
わ
り
、
名
古
屋
へ
出
て
帰
京
す
る
」
ル
ー
ト
と

な
っ
た
新
婚
旅
行
先
で
も
、
た
と
え
ば
車
中
か
ら
見
え
た
富
士
見
高
原
の
景
色
を
ほ
め
た
禎
子
に
向
か
っ
て
憲
一
は
、「
君
は
、
こ
の
旅
行
を
北

陸
方
面
に
し
た
か
っ
た
そ
う
だ
ね
？
」
と
口
に
し
、「
向
こ
う
は
、
こ
れ
ほ
ど
き
れ
い
で
は
な
い
よ
」
と
続
け
る
。
そ
れ
は
禎
子
に
「
拒
絶
め
い

た
響
き
」
す
ら
感
じ
取
ら
せ
て
し
ま
う
物
言
い
で
あ
っ
た
。
憲
一
に
よ
れ
ば
、
禎
子
は
都
会
育
ち
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
北
陸
と
い
う
暗
鬱
な
幻
像

に
あ
こ
が
れ
て
い
る
」
だ
け
で
、「
詩
情
な
ら
、
こ
の
信
濃
や
木
曽
の
山
国
が
多
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
い
て
北

陸
は
、
や
ん
わ
り
と
し
た
禁
止
の
も
と
、
暗
い
色
調
を
帯
び
た
場
所
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
冒
頭
部
で
北
陸
は
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
実
際
に
姿
を
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
登
場
人
物
た
ち
の
言
葉
の
中
で
言

及
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
い
て
、
物
語
が
始
ま
る
と
と
も
に
通
奏
低
音
の
よ
う
に
響
き
続
け
て
い
る
の

が
、
北
陸
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
新
婚
旅
行
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
読
者
の
脳
裏
に
北
陸
の
印
象
を
染
み
込
ま
せ
て
し
ま
う
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
新
婚
旅
行
先
も
、
そ
こ
で
は
点
描
さ
れ
は
す
る
。
た
と
え
ば
禎
子
と
憲
一
は
、
観
光
地
と
し
て
名
高
い
昇
仙
峡
を

訪
れ
る
。
し
か
し
昇
仙
峡
の
「
詩
情
」
を
喚
起
す
る
よ
う
な
描
写
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
一
九
五
三
年
に
特
別
名
勝
に
指
定
さ
れ
た
ば
か
り

の
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
観
光
地
は
、「
紅
葉
見
物
で
ひ
ど
い
人
出
で
あ
っ
た
」
の
一
言
で
済
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
新
婚
旅
行
先
と
い
う
地
方
で
、
そ
の

地
方
の
「
地
方
性
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
新
婚
旅
行
先
に
お
い
て
、
読
者
の
眼
前
に
濃
厚
な
「
地
方
性
」
を
帯
び
て

立
ち
現
れ
る
の
が
、
北
陸
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
た
有
名
な
観
光
地
で
あ
る
諏
訪
湖
で
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。
湖
を
前
に
立
つ
禎
子
に
対
し
憲
一
は
、
ど
こ
が
天
竜
川
の
源
流
と
な
る

と
こ
ろ
で
、
ど
こ
が
塩
尻
峠
な
の
か
を
教
え
、
そ
の
日
は
雲
の
せ
い
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
穂
高
と
槍
ヶ
岳
が
あ
る
方
角
を
指
さ
す
。
湖
面
を

圧
倒
す
る
か
の
よ
う
な
「
積
み
重
な
っ
た
雲
の
ひ
ろ
が
り
ば
か
り
を
凝
視
し
て
い
た
」
禎
子
は
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
。

　

そ
の
雲
の
の
び
た
端
に
北
陸
が
あ
る
の
だ
。
光
を
失
っ
た
雲
の
色
が
、
暗
鬱
な
北
の
国
を
象
徴
し
て
い
た
。
十
里
か
二
十
里
か
知
ら
な
い
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が
、
そ
の
先
に
低
い
屋
根
の
町
と
、
平
野
と
、
荒
波
の
沸
い
て
い
る
海
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
景
色
を
禎
子
は
考
え
、
そ
こ
で
月
に
二
十
日

間
の
生
活
を
過
ご
し
て
い
る
夫
の
姿
を
想
像
し
た
。

諏
訪
湖
を
前
に
し
て
禎
子
が
心
惹
か
れ
る
の
は
、
眼
前
の
風
景
で
は
な
く
、〝
彼
方
〟
に
位
置
す
る
北
陸
で
あ
る
。
こ
こ
で
禎
子
が
〝
彼
方
〟
を

意
識
す
る
の
が
、
新
婚
旅
行
先
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
あ
る
意
味
禎
子
は
、
結
婚
と
い
う
未
知
な
る
旅
に
出
る
た
め
の
通
過
儀
礼
と
し

て
、
す
で
に
〝
彼
方
〟
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
〝
彼
方
〟
の
、
さ
ら
に
〝
彼
方
〟
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
北
陸
は
表
象
さ
れ

る
。
彼
岸
性
が
二
重
化
さ
れ
る
こ
と
で
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
北
陸
を
、〝
彼
方
〟
に
存
在
す
る
濃
密
な
「
地
方
性
」
を
宿
し
た
場
所
と
し
て
表
象

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
禎
子
の
心
内
文
の
末
尾
の
一
文
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
北
陸
が
つ
ね
に
鵜
原
憲
一
と
結
び
つ
け
て
描
か
れ
る
点
も
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
。
憲
一
の
相
貌
は
、「
眉
の
あ
た
り
に
は
、
実
際
、
北
陸
の
空
気
を
も
っ
て
き
た
よ
う
な
憂
鬱
さ
が
見
え
た
」
と
描
写
さ
れ
て
い

た
。「
憂
鬱
な
北
国
の
翳
り
」
は
禎
子
の
心
中
で
、
夫
の
眉
間
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
翳
り
」
は
北

陸
の
表
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
鵜
原
憲
一
の
表
象
で
も
あ
る
。
禎
子
が
憲
一
に
見
出
す
暗
さ
は
、「
未
開
」
と
も
「
未
知
」
と
も
語
ら
れ
る
も
の
だ
。

見
合
い
し
た
後
、
一
度
も
二
人
き
り
で
会
う
こ
と
も
な
く
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
が
ゆ
え
に
、「
鵜
原
憲
一
に
つ
い
て
禎
子
に
分
か
ら
な
い
と
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
未
知
」
を
抱
え
た
夫
と
強
く
結
び
つ
い
た
北
陸
と
い
う
土
地
も
、
禎
子
の
眼
差
し
の
も

と
で
「
未
開
」
で
「
未
知
」
の
場
所
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
夫
が
金
沢
で
失
踪
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
北
陸

の
「
未
知
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
い
っ
そ
う
強
烈
な
印
象
を
残
し
、「
翳
り
」
は
既
定
の
も
の
と
し
て
読
者
に
受
け
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

鵜
原
憲
一
と
い
う
平
凡
な
会
社
員
に
「
未
知
」
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
清
張
は
、
同
時
に
禎
子
の
日
常
に
「
未
知
」
な
る
北
陸
を
、

鮮
や
か
な
手
さ
ば
き
で
滑
り
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
物
語
は
、「
日
常
性
と
庶
民
性
」
を
損
な
う
こ
と
な
く
、〝
彼

方
〟
を
志
向
す
る
「
地
方
性
」
を
手
に
し
た
。
そ
こ
か
ら
物
語
は
動
き
出
し
て
い
く
。
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三　

北
陸
の
表
象

新
婚
旅
行
か
ら
帰
っ
た
十
日
後
、
東
京
に
栄
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
鵜
原
憲
一
は
残
務
処
理
と
引
き
継
ぎ
の
た
め
に
金
沢
に
赴
き
、
そ
し
て
失

踪
す
る
。「
な
ん
と
な
く
あ
こ
が
れ
て
い
た
」
北
陸
路
に
、
禎
子
は
急
遽
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
彼
女
の
も
と
に
手
が
か
り
と
し
て

残
さ
れ
た
の
は
、
憲
一
の
本
箱
を
整
理
し
て
い
た
時
に
発
見
し
た
二
枚
の
写
真
だ
け
だ
。
英
語
で
書
か
れ
た
法
律
の
本
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
洋
書
に
挟
ま
れ
て
い
た
二
枚
の
写
真
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
入
れ
た
禎
子
は
、
憲
一
の
同
僚
と
と
も
に
、
上
野
駅
か
ら
二
等
車
で

金
沢
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

二
枚
の
写
真

︱
家
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
写
真
で
、
一
方
に
は
「
立
派
な
家
」
が
、
他
方
に
は
「
見
す
ぼ
ら
し
い
民
家
」
が
写
っ
て
い
た
。

前
者
が
「
東
京
の
住
宅
地
な
ら
、
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
」
二
階
建
て
の
洋
館
だ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
写
さ
れ
て
い
た
の
は
、
入
口
が
小
さ
く

廂
が
深
く
、
櫺
子
窓
の
よ
う
な
格
子
組
が
家
の
外
側
に
は
ま
っ
て
い
る
「
あ
き
ら
か
に
北
陸
地
方
」
の
民
家
だ
っ
た
。
金
沢
を
訪
れ
、
夫
の
行
方

を
探
し
求
め
る
禎
子
は
、
後
に
「
立
派
な
家
」
が
、
憲
一
も
親
し
く
し
て
も
ら
っ
て
い
た
耐
火
煉
瓦
の
製
造
会
社
社
長
・
室
田
儀
作
の
、「
き
れ

い
な
住
宅
街
」
に
あ
る
「
和
洋
折
衷
の
瀟
洒
と
し
た
文
化
住
宅
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
ま
た
後
者
の
民
家
が
、
奥
能
登
の
高
浜
町
末
吉
と
い

う
「
半
分
は
農
業
を
し
、
半
分
は
漁
業
に
従
っ
て
い
る
よ
う
な
、
う
ら
さ
び
し
い
部
落
」
の
は
ず
れ
に
立
っ
て
い
る
家
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め

る
。
そ
の
民
家
こ
そ
、
禎
子
の
夫
と
な
る
憲
一
が
禎
子
と
結
婚
す
る
以
前
、
曾
根
益
三
郎
と
い
う
偽
名
を
使
っ
て
田
沼
久
子
と
い
う
女
性
と
同
棲

し
て
い
た
家
だ
っ
た
。

室
田
の
家
が
、
実
際
に
眼
に
し
て
も
、「
東
京
の
閑
静
な
住
宅
地
に
も
あ
り
そ
う
な
」「
瀟
洒
な
家
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
奥
能
登
の
民
家
は
、

「
屋
根
に
は
、
こ
の
辺
の
風
習
と
し
て
石
が
置
い
て
あ
る
」
家
で
、
写
真
の
通
り
に
「
廂
が
深
く
て
、
窓
に
は
櫺
子
窓
の
よ
う
な
格
子
組
み
が
外

側
に
は
ま
っ
て
」
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
枚
の
写
真
に
写
さ
れ
た
二
つ
の
建
物
の
対
照
、
そ
れ
こ
そ
が
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
け
る
北
陸

表
象
の
枠
組
み
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
い
て
北
陸
の
表
象
は
東
京
と
の
対
照
の
も
と
に
提
示
さ
れ
、
常
に
劣
位
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に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。〈
洋
館
／
民
家
〉
と
い
う
二
項
は
、〈
立
派
／
見
す
ぼ
ら
し
い
〉〈
瀟
洒
／
う
ら
さ
び
し
い
〉
と
い
っ
た
対
立

項
へ
と
転
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
東
京
は
優
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
北
陸
は
劣
位
へ
と
貶
め
ら
れ
る
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
中
で

〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
構
図
が
揺
れ
動
い
た
り
逆
転
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
物
語
を
支
持
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
東
京
／
北
陸
〉
と

い
う
対
立
軸
で
あ
る
。
そ
の
点
で
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
、『
点
と
線
』
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。『
点
と
線
』
は
福
岡
署
の
刑
事
を
視
点
人
物

と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
中
央
の
視
点
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
保
持
し
て
い
た
。
だ
が
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
は
、〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い

う
図
式
を
相
対
化
す
る
視
点
は
内
包
さ
れ
て
い
な
い
。
北
陸
は
例
外
な
く
中
央
を
拠
り
所
に
し
た
眼
差
し
に
絡
め
取
ら
れ
、「
地
方
性
」
を
濃
密

に
宿
し
た
場
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
東
京
に
い
る
母
親
に
電
話
を
し
た
禎
子
は
、「
母
の
声
が
消
え
る
と
同
時
に
、
東
京
が
ず
っ
と
遠
の
い
て
、
何
百
キ
ロ
か
離
れ
て
い

る
地
点
に
ひ
と
り
で
身
を
置
い
て
い
る
実
感
」
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。
東
京
と
の
距
離
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
、
北
陸
が
〝
彼
方
〟
に
位
置
す

る
地
方
で
あ
る
と
の
印
象
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
な
り
、
そ
の
「
地
方
性
」
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
金
沢
に
向
か
う
車
中
で
禎
子
が
見
た

の
は
、「
す
す
け
た
灰
色
」
が
す
べ
て
を
閉
ざ
す
雪
に
埋
も
れ
た
世
界
で
あ
り
、「
暗
い
朝
の
光
線
」
の
も
と
で
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
は
、「
北
に

出
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
」「
荒
涼
さ
」
だ
っ
た
。
逆
に
東
京
に
帰
っ
た
時
に
禎
子
の
眼
に
映
じ
る
の
は
、「
金
沢
の
暗
い
雪
と
は
ま
る
で
違
っ
た

世
界
の
色
」
で
あ
り
、
東
京
の
「
春
め
い
た
暖
か
い
陽
」
と
「
能
登
の
重
く
垂
れ
さ
が
っ
た
灰
色
の
雲
と
、
く
ろ
い
海
の
色
」
の
対
照
が
鮮
明
に

な
る
。〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
対
立
項
は
〈
明
／
暗
〉
と
い
う
対
立
へ
と
転
じ
て
い
る
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
い
て
北
陸
、
そ
し
て
日
本
海
は
、

「
陰
鬱
」
な
「
翳
り
」
の
あ
る
「
暗
い
」
場
所
と
し
て
表
象
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
北
陸
の
、
繁
栄
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
場
所
、
暗
く
陰
鬱
な
場
所
、
貧
し
い
場
所
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
る
。
そ
こ
は
東
京

の
〝
彼
方
〟
に
位
置
す
る
彼
岸
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
禎
子
の
夫
・
鵜
原
憲
一
の
死
出
の
旅
の
出
発
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
な
る
。
小
松
伸

六
は
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
つ
い
て
、「
暗
く
、
重
い
色
調
が
流
れ
て
お
り
、
文
体
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
。［
中
略
］
松
本
作
品
の
な
か

で
も
、
文
学
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
代
表
作
だ
と
お
も
う
」
と
評
価
し
、
さ
ら
に
「
能
登
や
鶴
来
の
く
ら
い
風
土
の
簡
潔
、
的
確
な
描
写
に
よ
っ
て
、
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ど
れ
ほ
ど
リ
ア
リ
テ
ィ
を
かマ
く
とマ
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か

（
７
）

」
と
指
摘
し
た
。
小
松
の
論
を
敷
衍
す
る
の
な
ら
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
リ
ア

リ
ズ
ム
は
、
北
陸
を
「
く
ら
い
風
土
」
と
し
て
表
象
す
る
清
張
の
「
簡
潔
、
的
確
な
描
写
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
し
た
い
の
は
、
本
論
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
中
島
河
太
郎
の
指
摘
で
あ
る
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
を
論
じ
る
小
松
も

中
島
と
同
じ
よ
う
に
、
清
張
作
品
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
口
に
し
た
の
は

清
張
自
身
で
あ
る
し
、
た
し
か
に
次
の
よ
う
な
一
節
を
眼
に
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
北
陸
の
リ
ア
ル
な
「
風
土
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で

し
ま
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
読
み
手
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

見
知
ら
ぬ
小
さ
な
駅
を
過
ぎ
る
の
が
、
何
が
な
し
悲
哀
が
あ
っ
た
。
ホ
ー
ム
の
雪
の
中
で
、
助
役
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
輪
を
振
っ
て
、
動
き
だ

す
汽
車
を
見
送
っ
て
い
た
。
ホ
ー
ム
か
ら
駅
の
方
に
歩
い
て
行
く
女
た
ち
は
、
た
い
て
い
、
ほ
と
ん
ど
が
黒
い
角
巻
を
ま
と
っ
て
、
背
を
か

が
め
て
い
た
。
そ
の
群
れ
の
中
に
は
、
ど
の
駅
で
も
魚
の
行
商
人
が
交
じ
っ
て
い
た
。

小
松
が
指
摘
し
た
「
簡
潔
、
的
確
な
描
写
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
禎
子
の
視
点
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
奥
能
登
の
駅
の
風

景
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
簡
潔
で
的
確
な
も
の
だ
。
大
仰
な
言
葉
は
一
切
使
わ
れ
ず
、
何
気
な
い
景
物
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
輪
を
振
る
助
役
、
黒
い
角

巻
を
ま
と
っ
た
女
、
魚
の
行
商
人
）
だ
け
が
淡
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
読
者
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
焦
燥
は
皆
無
だ
。
清
張
の
小
説
言
語

が
作
り
上
げ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
は
堅
固
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
駅
を
小
さ
い
と
感
じ
る
の
は
、
大
き
な
駅
を
知
っ
て
い
る
人
間
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
小
さ
な
駅
」
を

「
見
知
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
で
修
飾
で
き
る
の
は
、
普
段
そ
れ
ら
の
駅
を
使
っ
て
い
な
い
人
間
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
引
用
し
た
一
節
は
、
リ

ア
リ
ズ
ム
に
則
っ
た
中
性
的
な
風
景
描
写
に
見
え
て
、
実
は
〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
二
項
対
立
を
自
明
の
も
の
と
し
た
視
線
に
よ
る
描
写
に
過
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ぎ
な
か
っ
た
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
描
写
を
リ
ア
ル
に
感
じ
る
に
は
、〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
対
立
項
の
う
ち
、
前
者
の
立
場
か
ら
の
眼
差
し
を

内
面
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
８
）

。

中
島
河
太
郎
や
小
松
伸
六
と
い
っ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
読
み
手
が
、
清
張
の
描
写
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
し
ま
っ
た
の

は
、
彼
ら
自
身
が
〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
図
式
を
前
提
に
、
北
陸
を
認
識
す
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』

は
、
現
実
の
北
陸
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
小
説
で
は
な
か
っ
た
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
リ
ア
ル
な
北
陸
と
想
定
さ
れ
て
い
る
イ
メ

ー
ジ
を
、
忠
実
に
な
ぞ
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
も
の
だ
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
北
陸
の
現
実
と
し
て
共
有
し
て
い
る
観
念
を
、
清
張
は
「
簡
潔
、

的
確
な
描
写
」
で
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
。
リ
ア
ル
と
観
念
さ
れ
て
い
る
紋
切
型
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
だ
と
明
か
す
こ
と
な

く
、
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
物
語
っ
て
い
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
清
張
は
し
た
た
か
だ
。
清
張
が
援
用
し
た
と
思
わ
れ
る
北
陸
の
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
、
次
に
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

四　

北
陸
を
覆
う
「
裏
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
約
二
年
前
、
一
九
五
六
年
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
『
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
た
長
篇
小
説
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
は
正
し
く
裏
日
本
の
海
だ
っ
た
！　

私
の
あ
ら
ゆ
る
不
幸
と
暗
い
思
想
の
源
泉
、
私
の
あ
ら
ゆ
る
醜
さ
と
力
と
の
源
泉
だ
つ
た
。
海

は
荒
れ
て
ゐ
た
。
波
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
ひ
ま
な
く
押
し
寄
せ
、
今
来
る
波
と
次
の
波
と
の
間
に
、
な
め
ら
か
な
灰
色
の
深
淵
を
の
ぞ
か
せ
た
。

暗
い
沖
の
空
に
累
々
と
重
な
る
雲
は
、
重
た
さ
と
繊
細
さ
を
併
せ
て
ゐ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
境
界
の
な
い
重
た
い
雲
の
累
積
が
、
こ
の
上
も

な
く
軽
や
か
な
冷
た
い
羽
毛
の
や
う
な
笹
縁
に
つ
づ
き
、
そ
の
中
央
に
あ
る
か
な
き
か
の
仄
青
い
空
を
囲
ん
で
ゐ
た
り
し
た
。
鉛
い
ろ
の
海
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は
又
、
黒
紫
色
の
岬
の
山
々
を
控
へ
て
ゐ
た

（
９
）

。

荒
れ
て
い
る
波
、
暗
く
灰
色
の
海
、
そ
し
て
「
重
た
い
雲
の
累
積
」。
北
陸
を
表
象
し
よ
う
と
す
る
時
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
が
動
員
し
て
い
た
記
号

の
す
べ
て
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
比
べ
て
み
る
と
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
を
通
し
て
清
張
自
身

は
一
度
も
使
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
物
語
ら
れ
て
い
た
北
陸
と
は
、
す
な
わ
ち
「
裏
日
本
」
と
し
て
の
北
陸
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ

か
っ
て
く
る
。
先
に
示
し
た
〈
東
京
／
北
陸
〉
と
い
う
対
立
項
は
〈
明
／
暗
〉
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
〈
表
／
裏
〉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
禎
子
が
凝
視
す
る
「
北
陸
の
暗
鬱
な
雲
と
く
ろ
い
海
」
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、「
私
」
の
眼
前
に
広
が
る
「
裏
日
本
の
海
」
は

暗
く
重
た
い
。
引
用
し
た
一
節
の
直
後
、
唐
突
に
「
私
」
は
「
金
閣
を
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
決
意
す
る
。
そ
う
、
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣

寺
』
に
お
い
て
「
裏
日
本
」
の
「
鉛
い
ろ
の
海
」
は
、「
私
」
を
「
破
滅
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
特
権
的
な
ト
ポ
ス
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。『
ゼ
ロ

の
焦
点
』
で
鵜
原
憲
一
を
死
へ
と
導
い
た
北
陸
は
、『
金
閣
寺
』
に
お
い
て
も
「
私
」
を
「
崩
壊
」
へ
と
誘
導
す
る
と
て
も
大
切
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
の
だ
。
作
家
同
士
の
人
間
関
係
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
と
松
本
清
張
の
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』

は
、「
裏
日
本
」
の
表
象
と
い
う
点
で
、
堅
く
手
を
取
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
歴
史
学
者
の
古
厩
忠
夫
は
『
裏
日
本
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
九
月
）
で
、「
太
平
洋
側
に
比
し
て
日
本
海
側
が
差
別
さ
れ
、
格

差
が
あ
る
と
い
う
実
態
は
、
実
は
こ
こ
一
〇
〇
年
あ
ま
り
の
日
本
の
近
代
化
の
な
か
で
歴
史
的
に
醸
成
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
表
現
す
る
も
の
が
、
社
会
的
格
差
を
表
現
す
る
概
念
と
し
て
の
「
裏
日
本
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
も
古
厩
に
よ
れ
ば
、「
裏

日
本
と
い
う
言
葉
が
、
頻
繁
に
使
わ
れ
た
時
代
、
つ
ま
り
「
表
」
と
「
裏
」
の
格
差
が
顕
在
化
し
た
二
つ
の
時
代
」
が
、「
資
本
主
義
確
立
期
の

一
九
〇
〇
年
代
と
経
済
高
度
成
長
期
の
一
九
六
〇
年
代
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
と
『
金
閣
寺
』
は
、「
裏
日

本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
古
厩
）
が
活
発
化
し
始
め
る
直
前
の
時
代
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
合
い
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
と
『
金
閣
寺
』
と
い
う
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
吸
収
す
る
と
同
時
に
、「
裏
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日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
よ
り
い
っ
そ
う
堅
固
な
も
の
に
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

古
厩
の
『
裏
日
本
』、
あ
る
い
は
阿
部
恒
久
の
『「
裏
日
本
」
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
な
ど
、

近
年
「
裏
日
本
」
の
歴
史
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
古
厩
と
阿
部
の
著
作
は
、
政
治
史
・
経
済
史
の
観
点
か
ら

「
裏
日
本
」
の
起
源
及
び
歴
史
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
こ
で
の
議
論
は
、
文
学
作
品
等
に
お
け
る
「
裏
日
本
」

表
象
を
考
え
る
上
で
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
や
『
金
閣
寺
』
で
描
写
さ
れ
て
い
た
荒
れ
狂
う
海
や
暗
い

海
を
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
顕
れ
と
し
て
再
考
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
厩
に
よ
れ
ば
、「
裏
日
本
」
と
は
「
経
済
的
発

展
を
社
会
を
測
る
尺
度
と
す
る
産
業
主
義
を
基
底
に
も
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
か
ら
に
は
「
実
態
か
ら
離
れ
て

一
人
歩
き
す
る
面
」
を
持
っ
て
い
た
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
や
『
金
閣
寺
』
が
描
き
出
し
て
い
た
「
裏
日
本
」
は
、
む
ろ
ん
「
実
態
」
で
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
描
写
は
、「
実
態
か
ら
離
れ
て
一
人
歩
き
す
る
面
」
も
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
で
言
及
さ
れ
て
い
た
「
屋
根
に
は
、
こ
の
辺
の
風
習
と
し
て
石
が
置
い
て
あ
る
」
家
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
禎
子
が
憲
一
の

蔵
書
の
中
か
ら
見
つ
け
出
し
た
写
真
に
写
っ
て
い
た
民
家
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
屋
根
が
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
石
を
置
く
家
は
現
実
に
存
在
し
た
。

た
と
え
ば
福
井
県
出
身
の
児
童
文
学
者
で
詩
人
で
も
あ
っ
た
山
本
和
夫
が
、
一
九
四
八
年
九
月
に
刊
行
し
た
『
北
陸
路
』（
日
本
交
通
公
社
）
と

い
う
エ
ッ
セ
イ
集
に
も
、「
屋
根
の
小
石
」
と
題
さ
れ
た
小
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
諸
君
は
、
深
夜
の
東
京
上
野
駅
で
汽
車
に
乗
れ
ば
、
翌
朝
、

直
江
津
に
着
く
だ
ら
う
。
直
江
津
を
す
ぎ
て
暫
く
す
る
と
、
水
も
空
も
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
日
本
海
が
、
車
窓
の
彼
方
に
ひ
ら
け
る
。
そ
の
と
き
、

諸
君
は
、
何
を
見
る
か
」
と
山
本
は
問
い
か
け
、「
屋
根
に
、
重
石
を
並
べ
た
濱
べ
の
家
を
見
る
で
あ
ら
う
」
と
書
き
記
す
。
屋
根
に
石
を
置
い

た
家
が
「
実
態
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
山
本
は
「
新
日
本
風
物
誌
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
著
作
に
「
屋
根
の
小
石
」
と
題
し
た
エ

ッ
セ
イ
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
続
け
て
山
本
が
、「
重
石
を
屋
根
に
並
べ
た
家
々
を
、
諸
君
は
、
や
さ
し
い
目
で
眺
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
命
令
を
発
す
る
時
、
そ
こ
に
は
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
山
本
に
よ
れ
ば
、
屋
根
に
石
を
置
い
た
家
は

「
寂
し
い
土
地
柄
」
で
あ
る
北
陸
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
寂
し
い
」
屋
根
の
下
に
も
「
楽
し
い
親
子
の
団
欒
が
在
る
」
の
だ
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か
ら
、「
寂
し
い
」
光
景
を
忌
み
嫌
っ
た
り
軽
蔑
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
や
さ
し
い
」
憐
憫
の
眼
差
し
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
山
本
は
述
べ
て
い
る
の
だ
。

清
張
も
ま
た
屋
根
に
石
を
置
い
た
民
家
を
「
う
ら
さ
び
し
い
部
落
」
の
「
見
す
ぼ
ら
し
い
」
家
と
し
て
描
い
て
い
た
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お

い
て
も
、
北
陸
の
自
然
を
反
映
し
た
家
の
構
造
は
、「
う
ら
さ
び
し
い
」「
見
す
ぼ
ら
し
い
」
と
い
っ
た
価
値
判
断
へ
と
直
結
し
て
い
た
。
し
か
し

石
を
置
い
た
屋
根
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
る
家
族
の
中
に
は
、
山
本
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
楽
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
一
家
も
あ
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
家
は
決
し
て
「
寂
し
い
」
も
の
で
は
な
い
。「
寂
し
い
」
な
ど
と
い
う
同
情
は
余

計
な
お
節
介
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
家
を
憐
れ
み
の
眼
差
し
で
眺
め
や
っ
て
「
寂
し
い
」「
見
す
ぼ
ら
し
い
」
と
い
う
形

容
詞
で
表
象
し
、
ま
た
そ
の
表
象
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、「
表
」
を
基
準
に
「
裏
」
を
劣
位
の
も
の
と
し
て
見
る
眼
差
し
、「
裏

日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
所
与
の
も
の
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
福
井
県
出
身
の
文
学
者
で
あ
る
山
本
は
、

そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
吸
収
し
、
ま
た
「
諸
君
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
読
者
も
吸
収
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
北

陸
は
寂
し
い
土
地
柄
」「
日
本
海
は
寂
し
い
」
と
い
っ
た
表
象
を
、
疑
い
よ
う
も
な
い
事
実
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
清
張
も
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
利
用
し
た
。
読
者
が
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
前
提
と
し

て
北
陸
で
展
開
さ
れ
る
物
語
を
読
む
の
な
ら
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
則
っ
て
北
陸
を
表
象
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

を
裏
切
る
北
陸
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
読
者
が
リ
ア
ル
な
北
陸
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

北
陸
、
そ
し
て
「
裏
日
本
」
に
ま
と
わ
り
つ
く
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
寂
し
さ
、
暗
さ
、
み
す
ぼ
ら
し
さ
等
々
の
表
象
は
、
す
べ
て
「
裏
日
本

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
効
果
な
の
で
あ
る
。「
屋
根
の
小
石
」
に
「
寂
し
さ
」
を
感
じ
る
の
は
、
決
し
て
素
直
な
心
情
に
よ
る
も
の
な
ど
で
は
な
い
。

単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
順
な
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
無
縁
な
外
国
人
の
眼
で
見
れ
ば
、「
裏
日
本
」
の
風
物
は
、

寂
し
か
っ
た
り
暗
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
『
日
本
美
の
再
発
見
』（
岩
波
新
書
、
一
九
三
九
年
六
月
）
に
収

め
ら
れ
た
「
飛
騨
か
ら
裏
日
本

︱
旅
日
記
抄
」
で
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
、「
裏
日
本
」
に
つ
い
て
の
印
象
を
書
き
綴
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
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こ
で
タ
ウ
ト
は
、「
裏
日
本
」
に
経
済
的
な
格
差
を
感
じ
た
り
、
寂
し
さ
や
暗
さ
を
感
じ
取
っ
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
富
山
に
つ
い
て
「
頗
る

繁
栄
し
て
」「
お
金
は
い
く
ら
で
も
儲
か
る
」
と
書
き
記
し
た
り
、
佐
渡
島
で
眼
に
し
た
農
家
の
屋
敷
に
つ
い
て
は
「
日
本
で
見
た
家
屋
の
う
ち

で
最
も
雅
致
あ
る
も
の
の
一
つ
」
で
、「
傑
れ
た
調
和
と
高
い
文
化
と
を
示
す
見
事
な
農
家
」
だ
と
絶
賛
し
た
り
す
る
。
ま
た
富
山
か
ら
新
潟
に

向
か
う
汽
車
の
中
か
ら
は
、「
長
い
列
を
し
て
舟
小
屋
が
立
ち
な
ら
ん
で
ゐ
る
」
風
景
を
眼
に
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を

書
き
残
し
て
い
た
。

［
舟
小
屋
は
］
藁
葺
屋
根
な
の
で
、
ま
る
で
普
通
の
家
の
や
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
漁
師
の
家
だ
が
、
こ
れ
は
柿

こ
け
ら

葺ぶ
き

屋
根
に
押
石
を
載
せ
、

嵐
の
時
の
こ
と
を
考
へ
て
密
集
し
て
ゐ
る
。
凡
そ
考
へ
ら
れ
う
る
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『0

貧
し
い
』
ら
し
い

0

0

0

0

0

0

0

。
障
子
は
一
つ
も
見
え
な
い
、
す
べ
て
板
張
り

で
、（
日
本
式
の
）
小
さ
な
窓
が
つ
い
て
ゐ
る
。（
傍
点
と
［　

］
内
は
、
引
用
者
）

注
目
す
べ
き
は
、
傍
点
を
付
し
た
一
文
で
あ
る
。「
押
石
を
載
せ
」
た
屋
根
は
、
タ
ウ
ト
に
し
て
み
れ
ば
、
嵐
か
ら
家
を
守
る
た
め
の
機
能
を
意

味
し
て
い
る
だ
け
だ
。
そ
れ
が
「
考
へ
ら
れ
う
る
限
り
」
の
「
貧
し
さ
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
行
の
日
本
人
に
教
え
ら
れ
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
タ
ウ
ト
は
「『
貧
し
い
』
ら
し
い
」
と
懐
疑
的
に
書
き
記
す
。「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
外
部
の
人
間

︱
む

ろ
ん
、
タ
ウ
ト
も
ま
た
別
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
絡
め
取
ら
れ
て
い
た
存
在
だ
っ
た
。
単
に
「
裏
日
本
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
感
染
し
て
い
な

か
っ
た
だ
け
で
あ
る

︱
は
、
そ
の
家
が
究
極
の
貧
困
状
態
に
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
で
い
る
。〈「
押
石
を
載
せ
」
た
屋
根
＝
貧
困
〉
と
い
う

等
式
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
亡
命
し
て
き
た
建
築
家
に
は
、
事
実
と
し
て
は
到
底
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
一
九
五
四
年
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
岩
波
写
真
文
庫

『
能
登
』
の
巻
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
。
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裏
日
本
・
日
本
海
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
何
と
な
く
暗
い
寒
々
と
し
た
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
然
の

条
件
が
表
日
本
と
異
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
印
象
で
あ
ろ
う
。

『
能
登
』
は
能
登
半
島
を
、「
何
と
な
く
暗
い
寒
々
と
し
た
」「
裏
日
本
」
と
し
て
受
け
と
め
る
読
者
に
向
け
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。「
表
日
本
」

の
「
自
然
の
条
件
」
は
暗
黙
の
う
ち
に
周
知
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、「
今
日
忘
れ
ら
れ
勝
ち
」
な
能
登
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
。「
裏
日
本
」
の

能
登
は
、〝
彼
方
〟
に
存
在
す
る
未
知
の
地
域
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
。『
能
登
』
は
、
同
じ
く
岩
波
写
真
文
庫
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

『
北
陸
路
』（
一
九
五
七
年
九
月
）
や
ア
サ
ヒ
写
真
ブ
ッ
ク
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
能
登
』（
一
九
五
八
年
九
月
）
な
ど
と
と
も
に
、
写
真
と
い
う

視
覚
メ
デ
ィ
ア
の
力
に
よ
っ
て
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
「
裏
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
時
代
に
お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
強
力
な
も
の
に
し
た
の
が
、
写
真
家
・
濱
谷
浩
の
『
裏
日
本
』（
新
潮
社
、
一
九
五
七
年
一
〇

月
）
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
か
ら
四
年
か
け
て
「
裏
日
本
」
を
歩
き
回
っ
た
濱
谷
が
撮
っ
た
写
真
は
、「
別
に
浮
浪
者
の
小
屋
で
は
な
い
」
と
断

り
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
富
山
県
新
湊
市
の
「
木
の
家
」
で
あ
っ
た
り
、「
波
の
狂
い
か
た
も
、
同
じ
海
と
は
見
え
な
い
凄
ま

じ
さ
」
で
あ
る
様
子
を
石
川
県
河
北
郡
内
灘
村
で
捉
え
た
「
重
波
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。「
表
日
本
に
較
べ
た
ら
、
ま
っ
た
く
や
り
き
れ
な
い
土

地
で
あ
る
」
と
い
う
濱
谷
の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
裏
日
本
』
に
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
裏
切
る
要
素
は
見
当
た
ら

な
い
。
濱
谷
は
「
こ
れ
が
、
裏
日
本
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
写
真
集
『
裏
日
本
』
に
は
、「
表
日
本
」
の
人
間
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
則
っ
て
想
像
し
期
待
し
て
い
る
通
り
の
「
裏
日
本
」
が
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
裏
日
本
』
に
収
録
さ
れ
た
「
裏
日
本
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
濱
谷
は
、
自
ら
の
「
裏
日
本
」
観
を
吐
露
し
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、

引
用
し
よ
う
。

　

二
十
世
紀
後
半
の
日
本
は
、
ま
る
で
不
死
鳥
の
よ
う
な
力
で
復
興
し
た
。
物
質
的
な
伸
展
の
仕
方
は
、
ま
っ
た
く
驚
異
に
価
す
る
。
そ
の
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チ
ャ
ン
ピ
ヨマ

マ

ン
は
東
京
だ
。
人
口
世
界
一
の
東
京
は
、
豪
華
も
、
虚
栄
も
、
建
設
も
、
混
乱
も
、
ひ
っ
く
る
め
て
、
二
十
世
紀
第
一
級
の
花

形
都
市
に
成
り
あ
が
っ
た
。

　

そ
の
東
京
を
、
夜
行
列
車
で
裏
日
本
に
向
い
、
夜
が
明
け
る
と
、
二
十
世
紀
の
驚
異
は
、
十
八
世
紀
の
驚
異
に
変
る
。
二
百
年
前
の
町
が

生
き
て
い
る
驚
き
だ
。
汽
車
の
沿
線
を
少
し
離
れ
る
と
、
中
世
紀
の
生
活
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
足
ま
め
に
歩
け
ば
、
原
始
の
労

働
と
も
い
え
る
生
活
様
式
を
目
撃
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
地
域
の
差
は
、
時
代
の
差
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
日
本
で
、
特
に
顕
著

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈
東
京
／
裏
日
本
〉
と
い
う
二
項
対
立
は
、
こ
こ
に
お
い
て
〈
二
十
世
紀
の
花
形
都
市
／
十
八
世
紀
〉
へ
と
横
滑
り
し
、
さ
ら
に
「
裏
日
本
」
は

「
二
百
年
前
の
町
」、「
原
始
」
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
く
。『
裏
日
本
』
の
扉
に
は
、「
人
間
が
人
間
を
理
解
す
る
た
め
に
」「
日
本
人
が
日
本
人
を
理

解
す
る
た
め
に
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
解
す
る
人
間
、
主
体
と
し
て
の
日
本
人
は
「
表
日
本
」
で
あ
り
、
理
解
さ
れ
る
人

間
、
客
体
と
し
て
の
日
本
人
は
「
裏
日
本
」
で
あ
る
。
古
厩
忠
夫
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
裏
日
本
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
代
の
ひ
と
つ
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
だ
っ
た
。
そ
の
直
前
、
一
九
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
写
真
集
に
よ
っ
て
「
裏
日
本
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
揺
る
ぎ
な
い
像
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

五　
「
地
方
性
」
を
読
む
た
め
に

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
、
濱
谷
浩
の
『
裏
日
本
』
が
刊
行
さ
れ
た
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
も
は
や
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
ゼ

ロ
の
焦
点
』
は
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
も
た
ら
し
た
北
陸
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
表
象
を
併
呑
し
つ
つ
、
新
婚
早
々
失
踪
し
た
夫
の
跡
を

追
い
か
け
る
妻
の
姿
を
物
語
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
多
く
の
読
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者
を
獲
得
し
た
。
し
た
が
っ
て
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
を
読
む
こ
と
で
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
読
者
も
少
な
か
ら

ず
存
在
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
高
度
成
長
期
に
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
確
固
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、『
ゼ
ロ
の

焦
点
』
が
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
清
張
の
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
以
上
に
「
裏
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
を
堅
固
に
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
言
わ
れ
る
の
が
、
一
九
六
一
年
に
公
開

さ
れ
た
野
村
芳
太
郎
監
督
の
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
で
あ
る
。
仲
正
昌
樹
は
「『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
同
時
代
性
と
歴
史
＝
物
語
性
」（『
松
本
清
張

研
究
』、
二
〇
一
二
年
三
月
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

現
在
で
は
多
少
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
い
る
が
、
少
し
前
ま
で
の
日
本
の
推
理
小
説
・
ド
ラ
マ
で
は
、
雪
国
あ
る
い
は
裏
日
本
は
、
地
方
で

あ
る
が
ゆ
え
に
目
立
た
な
い
犯
罪
が
起
こ
り
、
闇
に
葬
ら
れ
や
す
い
場
所
、
も
し
く
は
、
暗
い
過
去
を
持
っ
た
登
場
人
物
の
出
身
地
と
し
て

設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。［
監
督
・
野
村
芳
太
郎
の
］
旧
作
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
、
そ
う
し
た
北
陸
・
裏
日
本
的
な
舞
台
設
定
の
原

型
に
な
っ
た
歴
史
的
作
品
で
あ
る
。（［　

］
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
）

野
村
芳
太
郎
の
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
に
お
け
る
北
陸
は
、
あ
ま
り
に
も
暗
く
、
あ
ま
り
に
も
寂
し
い
。
川
又
昂
の
カ
メ
ラ
は
、
見
事
な
ま
で
に
「
裏

日
本
」
と
し
て
の
北
陸
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
定
着
さ
せ
た
。
仲
正
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
は
「
北
陸
・
裏
日
本
的
な
舞
台
設

定
の
原
型
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
発
揮
し
た
。
濱
谷
浩
の
『
裏
日
本
』
と
と
も
に
、
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
は
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」
の
映
像
化
と
し
て
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

仲
正
も
述
べ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
は
、
お
お
む
ね
原
作
を
忠
実
に
映
像
化
し
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら

「
北
陸
・
裏
日
本
的
な
舞
台
設
定
の
原
型
」
は
、
や
は
り
清
張
が
書
い
た
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
そ
も
そ
も
内
包
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
だ
け
の
作
品
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
禎
子
が

奥
能
登
の
断
崖
に
立
つ
シ
ー
ン
で
都
合
三
回
く
り
返
し
引
用
さ
れ
る
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
オ
の
詩
句
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
「
裏
日

本
」
イ
メ
ー
ジ
を
詩
的
に
昇
華
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う）

（（
（

。
禎
子
の
心
に
浮
か
び
上
が
る
〝In her tom

b by the 

sounding sea
〟
と
い
う
詩
句
は
、「
怒
濤
を
鳴
ら
し
て
い
た
」「
海
が
鳴
っ
て
い
る
」「
波
の
咆
哮
」
と
い
っ
た
、
あ
ま
り
に
も
「
裏
日
本
」
的

で
、
あ
ま
り
に
も
重
々
し
い
表
象
を
緩
和
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
か
。
奥
能
登
の
断
崖
で
日
本
海
を
前
に
提
示
さ
れ
る
、〝the 

sounding sea

〟
と
い
う
英
語
の
響
き
と
ポ
オ
の
詩
句
の
舶
来
の
雰
囲
気
は
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
異
化
し
、
裏
切
る
可
能
性
を
持
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
う
し
た
要
素
は
、
た
と
え
ば
濱
谷
浩
の
『
裏
日
本
』
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「
裏
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
野
村
芳
太
郎
の
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
か
ら
ポ
オ
の

詩
句
は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
清
張
の
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
が
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
寄
与
し
て
い
る
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
清
張
の
作
品
に

は
、
読
者
を
感
化
し
て
し
ま
う
力
が
備
わ
っ
て
い
た
。
清
張
自
身
が
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

事
実
、
あ
る
女
性
は
私
の
書
い
た
、『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
場
所
か
ら
投
身
自
殺
を
し
て
お
り
ま
す
。［
中
略
］
自
殺
し
た
女
性
は
私
の
小
説

を
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
と
み
え
、
新
し
い
終
着
駅
ま
で
行
か
な
い
で
、
私
の
書
い
た
駅
で
わ
ざ
わ
ざ
途
中
下
車
を
し
て
冷
た
い

雨
の
中
を
歩
い
て
行
っ
た
わ
け
で
す
ね
。［
中
略
］

　

土
地
の
人
は
私
を
自
殺
幇
助
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
あ
と
投
身
自
殺
者
が
出
て
き
て
は
困
る
と
い
う
の
で
、
何
か
そ
れ
を
止
め
る

よ
う
な
碑
を
建
て
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
私
に
申
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
う
っ
か
り
碑
を
建
て
る
と
、
熱
海
じ
ゃ
な
い
が
流
行
に
な
っ

て
は
困
る
と
い
う
の
で
、
恥
ず
か
し
い
短
歌
の
如
き
も
の
を
作
っ
て
、
今
、
現
在
そ
こ
に
歌
碑
が
ご
ざ
い
ま
す）

（（
（

。
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六
九

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
が
「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
ど
れ
ほ
ど
貢
献
し
た
か
、
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
清
張
が
描
き
出
し
た
北
陸

の
「
地
方
性
」
を
、
清
張
の
「
詩
情
」
あ
る
い
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
ナ
イ
ー
ブ
に
評
価
す
る
だ
け
で
は
、
清
張
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

リ
ア
ル
と
想
定
さ
れ
て
い
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
つ
つ
、
あ
た
か
も
現
実
で
あ
る
か
の

よ
う
な
顔
を
し
て
紙
面
に
定
着
さ
せ
て
い
く
清
張
の
し
た
た
か
さ
を
剔
抉
し
な
け
れ
ば
、
清
張
が
「
国
民
作
家
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
る
存
在
に
な

り
得
た
秘
密
に
は
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
以
後
も
、
清
張
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
を
舞
台
に
物
語
を
紡
ぎ
だ
し
た
。
北
陸
も
、『
砂
の
器
』（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、

一
九
六
〇
年
五
月
一
七
日
〜
六
一
年
四
月
二
十
日
）
や
『
網
』（『
日
本
経
済
新
聞
』、
一
九
七
五
年
三
月
九
日
〜
七
六
年
三
月
一
七
日
）
な
ど

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
諸
作
品
に
お
け
る
地
方
を
、「
地
方
性
」
と
い
う
概
括
的
な
言
葉
だ
け
で
評
価
し
て
事
足
り
る
の
で
は
な
く
、

「
地
方
性
」
の
内
実
を
注
意
深
く
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
取
り
上
げ
る
地
方
そ
れ
ぞ
れ
を
清
張
は
描
き
分
け

て
い
く
。
し
か
も
そ
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
を
意
識
し
、
読
者
の
期
待
の
地
平
を
的
確
に
捉
え
て
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る）

（（
（

。

同
じ
北
陸
を
扱
う
に
し
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
、
発
表
媒
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
彩
り
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
偏
差
を
読
ん
で

い
く
こ
と
で
、
清
張
の
作
品
が
持
つ
魅
力
も
、
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

没
後
一
〇
〇
年
の
喧
噪
を
経
た
今
こ
そ
、
清
張
を
精
緻
に
読
み
直
す
好
機
な
の
で
あ
る
。

［
注
］

（
１
）「
解
説
」（『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
一
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七
四
年
七
月
）。

（
２
）「
清
張
文
学　

魅
力
の
す
べ
て
」（『
文
藝
春
秋
』
臨
時
増
刊
、
一
九
七
三
年
一
一
月
）。

（
３
）
森
正
人
『
昭
和
旅
行
誌
︱
雑
誌
『
旅
』
を
読
む
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）。
な
お
当
時
『
旅
』
の
編
集
長
だ
っ
た
戸
塚
文
子
は
「「
点
と
線
」
の
頃
」
で
、「
残
念
な
が
ら
、

「
点
と
線
」
が
世
間
で
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
光
文
社
か
ら
単
行
本
で
、
出
て
か
ら
で
あ
る
」
と
回
顧
し
て
い
る
（「
松
本
清
張
全
集
第
一
巻
月
報
」、
文
藝
春
秋
、
一
九
七
一
年
四
月
）。

（
４
）
本
文
に
お
け
る
松
本
清
張
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
『
松
本
清
張
全
集
』
全
六
六
巻
（
文
藝
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
四
月
〜
一
九
九
六
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。

（
５
）「
推
理
小
説
の
読
者
」（『
婦
人
公
論
』、
一
九
五
八
年
五
月
）。
原
題
は
「
推
理
小
説
時
代
」。

（
６
）
一
九
五
八
年
一
月
か
ら
二
月
ま
で
「
虚
線
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
太
陽
』
に
連
載
。
し
か
し
『
太
陽
』
が
廃
刊
と
な
っ
た
た
め
、「
零
の
焦
点
」
と
改
題
し
た
上
で
、『
宝
石
』
に
五
八

年
三
月
か
ら
六
〇
年
一
月
ま
で
連
載
さ
れ
た
。
雑
誌
連
載
が
終
了
し
た
直
後
、
五
九
年
一
二
月
に
光
文
社
か
ら
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
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七
〇

（
７
）「
解
説
」（『
松
本
清
張
全
集
』
第
三
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七
五
年
四
月
）。

（
８
）
本
稿
と
は
別
の
視
点
か
ら
、『
ゼ
ロ
の
視
点
』
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
疑
義
を
呈
し
た
論
と
し
て
、
稲
岡
さ
く
ら
「
松
本
清
張
論
︱『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
関
す
る
一
考
察
︱
」（『
樟
蔭
国
文
学
』、

二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
が
あ
る
。
稲
岡
は
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
「
表
現
に
は
、
矛
盾
や
曖
昧
な
点
も
多
く
存
在
す
る
」
こ
と
を
実
証
し
、「
能
登
や
金
沢
が
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い

え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

（
９
）
引
用
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
六
巻
（
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
五
月
）
に
拠
る
。

（
10
）
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
と
同
じ
く
、
監
督
・
野
村
芳
太
郎
に
よ
る
映
画
「
砂
の
器
」（
一
九
七
四
）
も
、「
裏
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
映
像
化
と
し
て
看
過
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
幼

い
主
人
公
が
難
病
の
父
に
連
れ
ら
れ
て
巡
礼
の
旅
を
続
け
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
観
る
者
に
強
烈
な
「
裏
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
を
残
し
た
。
ち
な
み
に
映
画
「
砂
の
器
」
の
ス
タ
ッ
フ
は
、

カ
メ
ラ
が
川
又
昂
、
脚
本
が
橋
本
忍
と
山
田
洋
次
で
あ
り
、
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
メ
ン
バ
ー
で
作
ら
れ
て
い
る
。
映
画
「
砂
の
器
」
は
映
画
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
の
記
憶

の
も
と
で
制
作
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
張
の
小
説
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
野
村
組
が
撮
っ
た
映
画
に
お
け
る
「
裏
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
稿

を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
11
）『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
お
け
る
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
オ
の
詩
句
に
つ
い
て
は
、
永
岡
定
夫
「
ポ
オ
と
清
張
と
︱『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
拠
る
比
較
文
学
的
考
察
」（『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要

英
語
英
文
学
』、
一
九
九
九
年
一
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
永
岡
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
清
張
が
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
で
引
用
し
た
ポ
オ
の
詩
は
、
阿
部
保
訳
『
ポ
オ
詩
集
』（
新
潮
文
庫
、

一
九
五
六
年
一
一
月
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
清
張
は
ポ
オ
の
詩
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
阿
部
保
が
訳
し
た
「
海
中
の
都
市
」
の
一
節
と
「
ア
ナ
ベ
ル
・
リ
イ
」
の
一

節
を
強
引
に
組
み
合
わ
せ
た
。
つ
ま
り
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
引
用
詩
は
、
書
か
れ
た
時
期
も
テ
ー
マ
も
異
質
な
二
つ
の
詩
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
「
合
成
詩
」（
永
岡
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
禎
子
の
胸
中
に
浮
か
び
上
が
る
「In her sepulchre there by the sea

／In her tom
b by the sounding sea

」
と
い
う
詩
句
は
、
阿
部
保
が
依
拠
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
は
異

な
る
も
の
だ
っ
た
。
阿
部
の
「
海
沿
い
の
墓
の
な
か
／
海
ぎ
わ
の
墓
の
な
か
」
と
い
う
訳
詩
は
、
明
ら
か
に
「In her sepulchre there by the sea

／In her tom
b by the side of 

the sea

」
に
拠
る
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
北
陸
の
表
象
が
極
ま
る
断
崖
の
シ
ー
ン
で
提
示
さ
れ
る
詩
は
、
北
陸
や
「
裏
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
単
に
結
晶
化
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

い
く
つ
も
の
亀
裂
を
内
包
し
た
、
ひ
び
割
れ
た
代
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
清
張
は
異
質
な
言
葉
の
混
交
か
ら
な
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
詩
め
い
た
も
の
を
、
あ
え
て
用
い
よ
う
と
し
た
の
か
。

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
で
ポ
オ
の
詩
が
担
っ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
12
）「
小
説
と
取
材
」（『
オ
ー
ル
読
物
』、
一
九
七
一
年
七
月
）。
た
だ
し
引
用
は
『
松
本
清
張
の
世
界
』（
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
拠
る
。

（
13
）
た
と
え
ば
『
砂
の
器
』（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
六
〇
年
五
月
一
七
日
〜
六
一
年
四
月
二
十
日
）
を
連
載
し
て
い
る
際
、
清
張
は
新
聞
の
購
読
者
を
意
識
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
を

施
し
て
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
、
新
聞
小
説
の
読
者
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
清
張
の
姿
は
、『
砂
の
器
』
以
外
の
作
品
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な

お
『
砂
の
器
』
に
施
さ
れ
た
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
砂
の
器
』
の
た
く
ら
み

︱
松
本
清
張
の
新
聞
小
説
」（『
関
東
学
院
大
学
経
済
学
部
総
合
学
術
論
叢　

自
然
・
人
間
・
社
会
』、

二
〇
一
二
年
一
月
）
を
参
照
。


