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は
じ
め
に　
　

問
題
の
所
在

　
『
雪
国
』
を
論
じ
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
る
種
の
無
力
感
と
向
き
合
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
い
く
ら
こ
と
ば
を
連
ね
て
も
そ

の
世
界
の
外
に
は
出
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
な
、
た
だ
そ
の
世
界
を
上
書
き
す
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
覚
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
上
田
渡
は
、
い
く
ら
「
対
立
に
即
し
て
人
間
関
係
を
整
理
し
、
テ
ク
ス
ト
を
構
造
化
し
て
い
く
こ
と
を
繰
り
返
し
て
も
、
何
も
目
新
し

い
も
の
が
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
結
局
は
「
名
作
雪
国
」
を
確
認
す
る
だ
け
の
、
ま
さ
に
「
徒
労
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
」
と
懐
疑
し
て
い
る（

（
（

。
島
崎
市
誠
は
、「
ど
ん
な
記
述
の
後
で
も
「
清
潔
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
ば
で
す
べ
て
が
「
清
潔
」
に
な
っ
て

し
ま
う
仕
組
み
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
」
と
頭
を
抱
え
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
で
は
ま
る
で
『
雪
国
』
を
語
る
こ
と
、『
雪
国
』
を
論
じ
る
こ
と

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
テ
ク
ス
ト
の
不
十
分
な
解
説
か
、
中
途
半
端
な
再
話
に
し
か
な
ら
な
い
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
片
山
倫
太
郎
に
借
言
す

る
な
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
受
け
手
は
、
島
村
の
「
感
受
性
の
捉
え
た
現
象
世
界
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、「
そ
の
由
来
や
内
実
を
合
理
的

に
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
現
実
的
」「
客
観
的
」
世
界
の
秩
序
を
拒
む
」
他
に
な
い
の
だ
ろ
う
か（

（
（

。
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だ
が
、
よ
く
考
え
れ
ば
こ
の
事
態
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に
も
思
え
る
。
川
端
テ
ク
ス
ト
と
検
閲
制
度
の
か
か
わ
り
に
着
目
す
る
セ
シ

ル
・
坂
井
は
、
他
の
テ
ク
ス
ト
同
様
に
『
雪
国
』
も
「
意
味
の
規
制
そ
し
て
削
除
を
強
い
る
」
検
閲
の
シ
ス
テ
ム
を
戦
略
的
に
利
用
し
な
が

ら
、
読
者
参
加
型
の
物
語
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。『
雪
国
』
に
特
徴
的
な
テ
ク
ス
ト
の
切
断
と
空
白
は
性
表
現
に
関
す
る

検
閲
へ
の
顧
慮
が
要
請
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
読
者
の
能
動
的
な
参
与
を
促
す
修
辞
的
な
技
巧
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
、
と
い

う
わ
け
だ（

4
（

。
だ
が
、
も
し
そ
う
な
ら
、
幾
度
か
の
曲
折
を
経
た
末
に
『
雪
国
』
と
い
う
標
題
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が

織
り
上
げ
る
世
界
へ
と
誘
い
出
さ
れ
た
読
者
は
、
な
ぜ
先
述
の
よ
う
な
無
力
感
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
。
な
ぜ
、
あ
た
か
も
テ
ク
ス
ト
の

こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
以
外
に
な
い
か
の
よ
う
な
深
い
疑
念
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
。

　

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
読
者
を
導
き
入
れ
つ
つ
読
者
を
こ
わ
ば
ら
せ
、
凍
結
さ
せ
る
『
雪
国
』
の
こ
と
ば
の
組
成
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
仕
組
み
と
仕
掛
け
を
部
分
的
に
で
も
分
析
的
に
説
明
で
き
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
無
自
覚
な
再
話
・
反
復
を
切
断
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
は
ず
だ
。
言
語
戦
略
と
い
う
観
点
か
ら
『
雪
国
』
の
こ
と
ば
を
再
審
す
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ

た
膨
大
な
文
字
の
余
白
に
、
わ
た
し
な
り
の
介
入
を
試
み
た
い
。

２　

鏡
の
国
の
女
と
男

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
『
雪
国
』
と
い
う
題
が
付
さ
れ
た
段
階
で
改
め
て
冒
頭
に
置
き
直
さ
れ
た
有
名
な
場
面
に
は
、
そ
れ
以
後
の
展
開
を
考
え

る
上
で
示
唆
的
な
一
節
が
あ
る
。

　

向
側
の
座
席
か
ら
娘
が
立
っ
て
来
て
、
島
村
の
前
の
ガ
ラ
ス
窓
を
落
し
た
。
雪
の
冷
気
が
流
れ
こ
ん
だ
。
娘
は
窓
い
っ
ぱ
い
に
乗
り
出

し
て
、
遠
く
へ
叫
ぶ
よ
う
に
、
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「
駅
長
さ
あ
ん
、
駅
長
さ
あ
ん
。」

　

明
り
を
さ
げ
て
ゆ
っ
く
り
雪
を
踏
ん
で
来
た
男
は
、
襟
巻
で
鼻
の
上
ま
で
包
み
、
耳
に
帽
子
の
毛
皮
を
垂
れ
て
い
た
。

　

も
う
そ
ん
な
寒
さ
か
と
島
村
は
外
を
眺
め
る
と
、
鉄
道
の
官
舎
ら
し
い
バ
ラ
ッ
ク
が
山
裾
に
寒
々
と
散
ら
ば
っ
て
い
る
だ
け
で
、
雪
の

色
は
そ
こ
ま
で
行
か
ぬ
う
ち
に
闇
に
呑
ま
れ
て
い
た
。

　

何
の
断
り
も
目
配
せ
さ
え
も
な
く
突
然
目
の
前
の
窓
を
勢
い
よ
く
開
け
ら
れ
た
島
村
は
、「
も
う
氷
点
下
」
に
な
ろ
う
と
い
う
「
雪
の
冷
気
」

の
存
在
を
、
確
か
に
知
覚
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
島
村
は
、
暗
闇
の
向
こ
う
か
ら
全
身
を
防
寒
具
に
固
め
て
姿
を
あ
ら
わ

す
駅
長
の
様
子
を
見
て
は
じ
め
て
、「
も
う
そ
ん
な
寒
さ
か
」
と
心
づ
き
、
葉
子
が
駅
長
と
噛
み
合
っ
て
い
る
よ
う
で
噛
み
合
わ
な
い
会
話
を

交
わ
し
て
い
る
間
ず
っ
と
自
ら
に
吹
き
こ
ん
で
い
る
は
ず
の
「
冷
気
」
に
は
、
ま
る
で
言
及
し
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
日
の
夜
、
宿
で
駒
子
が

「
思
い
切
り
乱
暴
に
紙
障
子
と
ガ
ラ
ス
戸
を
あ
け
」
た
際
に
は
、「
お
い
、
寒
い
じ
ゃ
な
い
か
。
馬
鹿
」
と
一
喝
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
や

ら
特
に
寒
冷
地
に
強
い
質
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
島
村
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
い
く
ら
ス
チ
ー
ム
の
効
い
た
列
車
の
中
の
こ
と
と
は

い
え
、
こ
の
感
覚
の
不
在
は
い
さ
さ
か
異
様
で
あ
る
。

　

さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
場
面
は
、
島
村
に
お
け
る
視
覚
の
優
位
性
を
端
的
に
物
語
る
挿
話
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
十
重
田
裕
一
は
、『
雪
国
』

冒
頭
の
島
村
の
あ
り
よ
う
を
「
シ
ー
ト
に
腰
か
け
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
さ
れ
る
「
別
の
世
界
」
を
体
験
」
す
る
「
映
画
館
の
観
客
」
と
重
ね
て

い
る
が（

（
（

、
こ
の
指
摘
は
、
島
村
を
「
窃
視
者
」
と
規
定
す
る
川
崎
寿
彦
の
議
論
と
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。

　
『
雪
国
』
に
つ
い
て
触
れ
る
者
が
ほ
ぼ
必
ず
言
及
す
る
二
つ
の
〈
鏡
〉　　

こ
れ
は
、
同
月
号
の
異
な
る
総
合
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
『
雪
国
』

初
出
時
の
標
題
で
も
あ
る　
　
「
夕
景
色
の
鏡
」「
白
い
朝
の
鏡
」
の
場
面
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
の
列
車
の
窓
に
、

わ
ず
か
な
間
だ
け
顕
現
し
た
「
夕
景
色
の
鏡
」
を
、
島
村
は
「
真
横
で
は
な
く
」、
一
つ
後
ろ
の
向
こ
う
側
の
座
席
か
ら
眺
め
続
け
て
い
た
。

駒
子
と
再
会
し
た
翌
朝
の
「
白
い
朝
の
鏡
」
を
島
村
は
、
一
度
「
ひ
ょ
っ
と
首
を
縮
め
」
て
、
雪
の
風
景
の
中
に
浮
か
ぶ
駒
子
の
「
真
赤
な
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頬
」
に
見
入
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
島
村
が
徒
然
に
書
き
散
ら
す
と
い
う
「
西
洋
舞
踊
」
の
テ
ク
ス
ト
も
、
そ
れ
が
決
し
て
言
及
さ
れ
た
当
の

舞
踏
家
た
ち
に
は
読
ま
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
〈
見
ら
れ
ず
に
見
る
〉
行
為
の
変
奏
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
雪
国
』
の
〈
鏡
〉
は
、
そ
れ
を

覗
き
見
る
島
村
の
具
体
的
な
表
情
だ
け
は
決
し
て
映
さ
な
い
歪
ん
だ
鏡
な
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
先
行
研
究
が
注
目
し
、
と
り
わ
け
先
述
の
川
崎
寿
彦
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、『
雪
国
』
の
世
界
は
、
分
身
・
幻
影
・
霊
的
な
も
の

と
い
っ
た
、〈
鏡
〉
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
隠
喩
に
あ
ふ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

改
め
て
確
認
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
〈
鏡
〉
は
対
称
性
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
的
な
問
題
（
冒
頭
の

「
夕
景
色
の
鏡
」
と
末
尾
の
「
雪
中
火
事
」
と
の
照
応
（
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
人
物
を
取
り
ま
く
情
景
の
細
部
に
か

か
わ
る
記
述
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
駒
子
と
葉
子
と
い
う
二
人
の
女
性
が
、
一
方
は
動
的
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
存
在
と
し
て
、
他
方
は
静
的
で
ケ
ア
す
る
存
在
と
し

て
、
一
方
は
機
械
の
よ
う
に
精
確
に
時
を
刻
む
存
在
と
し
て
、
他
方
は
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
し
か
な
い
凝
縮
さ
れ
た
現
在
に
生
き
る
存
在
と
し

て
、
ひ
と
ま
ず
対
極
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
列
車
の
シ
ー
ン
で
葉
子
と
行
男
の
様
子
を
「
距
離
と
い
う

も
の
を
忘
れ
な
が
ら
、
二
人
は
果
し
な
く
遠
く
へ
行
く
も
の
の
姿
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た
」
と
記
す
く
だ
り
は
、
行
男
の
死
を
前
に

東
京
に
戻
る
島
村
が
車
中
で
見
掛
け
た
、「
五
十
過
ぎ
の
男
と
顔
の
赤
い
娘
」
が
、
い
か
に
も
「
長
い
旅
を
行
く
二
人
の
よ
う
で
い
て
」
実
は

「
偶
然
乗
り
合
わ
せ
た
だ
け
」
の
縁
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
場
面
と
呼
応
し
て
い
る
の
は
す
ぐ
に
分
か
る
。
島
村
が
駒
子
と
初
め
て
出

会
っ
た
訪
問
の
際
に
は
、
二
人
の
前
を
「
二
羽
」
の
「
黄
蝶

0

0

」
が
「
も
つ
れ
合
い
な
が
ら
」
は
る
か
高
み
に
飛
び
立
っ
て
い
く
様
子
が
綴
ら
れ

る
が
、
島
村
と
葉
子
が
初
め
て
こ
と
ば
交
わ
す
場
面
で
は
、
葉
子
が
「
畳
に
落
ち
た
小
さ
い
蛾0

を
掴
ん
で
」
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
傍
点
は

引
用
者
。
以
下
同
じ
（。
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
創
元
社
版
の
結
び
の
部
分
、
島
村
が
「
君
は
い
い
女
だ
ね
」
と
駒
子
に
語
り
か
け
、
あ
る
い

は
意
図
的
に
か
彼
女
の
「
聞
き
ち
が
え
」
を
誘
発
し
た
場
面
で
は
、「
薄
く
雪
を
つ
け
た
杉
林
は
、
そ
の
杉
の
一
つ
一
つ
が
く
っ
き
り
と
目

立
っ
て
、
鋭
く
天
を
指
し
な
が
ら
地
の
雪
に
立
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
文
は
、
島
村
が
駒
子
へ
の
性
的
欲
望
を
自
覚
し
た
際
の
、
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「
最
も
年
古
り
た
」
杉
の
木
が
「
ど
う
し
て
か
北
側
の
枝
だ
け
が
す
っ
か
り
枯
れ
て
、
そ
の
落
ち
残
っ
た
根
元
は
尖
っ
た
杭
を
逆
立
ち
に
幹
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

植
え
連
ね
た
と
見
え

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
に
か
恐
ろ
し
い
神
の
武
器
の
よ
う
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
部
分
と
対
に
な
る
こ
と
で
、
島
村
の
発
言
の
あ
か
ら
さ
ま
に

性
的
な
文
脈
を
代
補
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、『
雪
国
』
の
里
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
象
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
島
村
に
と
っ
て
の

二
度
目
の
訪
問
と
な
っ
た
初
冬
に
は
、「
溝
の
氷
を
抱
き
起
こ
し
て
来
て
は
、
道
に
投
げ
て

0

0

0

遊
」
ぶ
子
ど
も
た
ち
と
「
山
袴
に
高
下
駄
を
履
い

て
」「
毛
糸
を
編
」
む
少
女
と
そ
の
「
毛
糸
の
玉

0

0

0

0

を
持
っ
て
い
る
」
女
の
子
が
点
綴
さ
れ
、
次
の
秋
の
訪
問
時
に
は
「
真
新
し
い
朱
色
の
ネ
ル

の
山
袴
を
履
い
て
」「
ゴ
ム
鞠

0

0

0

を
突
い
て
い
る
」
女
の
子
の
姿
、「
栗
の
木
の
上
」
で
子
ど
も
た
ち
の
遊
ぶ
声
が
す
る
足
元
に
「
毬0

い
が

が
幾
つ
も
落

ち
て
い
た
」
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
葉
子
が
「
宿
の
子
」
を
連
れ
て
「
女
湯
」
に
入
っ
た
際
に
彼
女
が
「
あ
の
声
」
で
歌
う
の
は
他
な
ら

ぬ
「
手
鞠
歌

0

0

0

」
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
『
雪
国
』
に
は
、
互
い
に
呼
応
し
あ
う
細
部
を
随
所
に
発
見
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
情
景
や
同
じ
文
言
が
単
純
に
反
復
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
ら
か
な
対
比
、
言
及
対
象
の
変
更
、
働
き
か
け
る
も
の
と
働
き
か
け
ら
れ
る
も
の
の
反
転
、
季
節
の
違
い
と

い
っ
た
差
異
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
象
面
の
変
化
と
は
裏
腹
に
む
し
ろ
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
の
本
質
的
な
単
調
さ
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
見
た
こ
と
が
あ
る
風
景
や
風
物
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
科
白
、
ど
こ
か
で
出
会
っ
た
よ
う
な
関

係
性
が
何
度
と
な
く
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
、
離
れ
た
場
面
ど
う
し
が
呼
び
か
け
あ
い
、
縁
語
め
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
読
者
の
脳

裡
に
刻
ま
れ
て
い
く
。
い
わ
ば
、
読
書
行
為
の
過
程
で
不
断
に
読
者
の
既
視
感
を
刺
激
す
る
よ
う
な
、
差
異
を
ふ
く
み
つ
つ
照
応
し
あ
う
細
部

が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
あ
ち
こ
ち
に
遍
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
な
『
雪
国
』
の
〈
鏡
〉
の
隠
喩
的
な
特
徴
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
鏡
の
別
の
特
性
と
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
世

界
を
織
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、〈
鏡
〉
と
は
、
再
帰
性
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
。
島
村
に
寄
り
添
い
、
彼
の
心
意
を
解
説
す
る
語
り
手
が

「
反
っ
て
」
と
い
う
副
詞
を
頻
用
す
る
の
は
、
島
村
の
観
察
や
発
話
が
彼
の
思
念
に
再
帰
的
に
は
ね
か
え
っ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
も
の
だ
。
だ

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
さ
き
に
わ
た
し
は
、『
雪
国
』
で
は
、
島
村
の
具
体
的
な
表
情
は
〈
鏡
〉
に
映
ら
な
い
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
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一
方
で
島
村
は
、
自
己
の
存
在
を
世
界
の
中
に
し
か
る
べ
く
位
置
づ
け
て
い
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
こ
と
ば
を
駒
子
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。

　

初
め
て
駒
子
と
性
交
し
た
際
、
島
村
は
「
私
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。
あ
ん
た
が
悪
い
の
よ
。
あ
ん
た
が
負
け
た
の
よ
。
あ
ん
た
が
弱
い

の
よ
。
私
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
言
い
つ
の
る
駒
子
の
声
を
聞
い
て
い
る
。
行
男
の
死
を
看
取
る
べ
き
か
で
口
論
に
な
っ
た
際
、
駒
子
が
口
に
し

た
「
ね
え
、
あ
ん
た
素
直
な
人
ね
。
素
直
な
人
な
ら
、
私
の
日
記
を
す
っ
か
り
送
っ
て
あ
げ
て
も
い
い
わ
」
と
い
う
懸
命
の
懇
願
に
対
し
て
島

村
は
、「
そ
う
だ
、
自
分
ほ
ど
素
直
な
人
間
は
な
い
の
だ
」
と
、
あ
ら
れ
も
な
く
「
わ
け
分
ら
ぬ
感
動
」
に
打
ち
ふ
る
え
て
、
そ
の
こ
と
ば
を

後
生
大
事
に
抱
き
し
め
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
ん
な
駒
子
の
思
い
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
三
度
目
の
訪
問
時
に
「
君
の
い
い
な
ず
け
」
の
墓
参

り
に
行
こ
う
か
と
い
か
に
も
誠
実
そ
う
に
提
案
し
た
島
村
に
「
あ
ん
た
馬
鹿
に
し
て
ん
の
ね
」「
あ
れ
だ
っ
て
、
私
に
は
真
面
目
な
こ
と
だ
っ

た
ん
だ
わ
。
あ
ん
た
み
た
い
に
贅
沢
な
気
持
ち
で
生
き
て
る
人
と
ち
が
う
わ
」
と
駒
子
は
憤
る
が
、
彼
は
「
誰
が
贅
沢
な
気
持
ち
で
生
き
て
る

も
ん
か
」
と
こ
れ
見
よ
が
し
に
「
力
な
く
呟
い
て
」
み
せ
て
も
い
る
。
加
え
て
島
村
は
、
自
分
と
彼
女
の
関
係
性
に
つ
い
て
「
知
ら
ず
識
ら
ず

の
う
ち
に
、
女
を
西
洋
舞
踊
扱
い
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
い
做
し
、「
十
五
六
の
頃
か
ら
」
ず
っ
と
彼
女
が
書
い
て
き
た
と
い
う

読
書
ノ
ー
ト
の
こ
と
を
「
徒
労
」
の
一
言
で
決
め
つ
け
な
が
ら
、
返
す
刀
で
「
自
分
が
洋
書
の
写
真
や
文
字
を
頼
り
に
、
西
洋
の
舞
踊
を
夢
想

し
て
い
る
の
も
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
」「
思
っ
て
み
た
」
と
も
あ
る
。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
島
村
は
、
駒
子
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
自
己
を
語
る
こ
と
ば
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
彼
は
駒
子
を
哀
れ
み
な
が

ら
、
自
ら
を
哀
れ
ん
だ
」
と
い
う
一
文
は
、
彼
が
自
ら
を
「
哀
れ
」
と
感
じ
る
た
め
に
駒
子
を
「
哀
れ
ん
だ
」
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
島
村
が

葉
子
の
「
無
心
に
刺
し
透
す
光
に
似
た
目
」
に
注
目
す
る
の
は
、
彼
女
に
も
同
じ
役
割
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
語
り
手
に
よ
っ
て

「
無
為
徒
食
」
の
四
字
で
修
飾
さ
れ
る
島
村
の
空
虚
や
虚
無
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄
の
「
が
ら
ん
ど
う
」
と
い
う
評
言
が
想
起
さ
れ
な
が
ら
、

先
行
研
究
で
も
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
だ
が
、
こ
こ
で
少
な
く
と
も
明
確
な
の
は
、「
い
つ
で
も
忽
ち
放
心
状
態
に
入
り
易
」
く
、「
夕

景
色
の
鏡
や
朝
雪
の
鏡
が
人
工
の
も
の
と
は
信
じ
ら
れ
な
」
い
、「
自
然
の
も
の
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
受
さ
れ
て
し
ま
う
島
村
か
ら
す
れ
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ば
、
二
人
の
女
た
ち
は
、
彼
自
身
が
「
自
然
」
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
自
己
像
を
語
っ
て
く
れ
る
、
物
言
う
〈
鏡
〉
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

　

く
り
返
せ
ば
、
こ
の
〈
鏡
〉
は
、
彼
自
身
に
は
見
え
な
い
彼
の
具
体
的
な
表
情
を
映
す
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
語
ら
れ
た
こ
と
ば
が
問
題

な
の
だ
か
ら
、
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
像
だ
け
を
銘
記
し
て
い
れ
ば
よ
い
。
島
村
は
女
た
ち
を
自
ら
の
〈
鏡
〉
と
す
る
こ
と
で
、
自
分
の

語
る
こ
と
ば
を
聞
く
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
聞
き
た
い
こ
と
ば
を
聞
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
〈
鏡
〉
は
、
現
在
性
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
鏡
〉
は
、〈
い
ま
・
こ
こ
〉
で
現
前
し
て
い
る
も
の
し
か

映
さ
な
い
。
越
前
谷
宏
が
丹
念
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
駒
子
や
葉
子
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
、
こ
の
二
人
が
温
泉
地
に
い
る
理
由
に
つ
い
て
、

行
男
と
二
人
の
女
性
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
書
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
時
間
軸
で
も
、
な
ぜ
駒
子
と
葉
子
が
同
居
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
「
駒
子
の
方
が
年
長
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葉
子
は
駒
子
に
対
し
て
常
に
「
駒
ち
ゃ
ん
」
と
呼
び
、
逆
に
駒

子
は
年
下
の
葉
子
を
「
葉
子
さ
ん
」
と
呼
」
ぶ
の
か
、
誰
の
口
か
ら
も
語
ら
れ
な
い
し
、
詮
索
さ
れ
る
こ
と
も
な
い（

（
（

。

　
『
雪
国
』
の
世
界
で
は
、
島
村
を
ふ
く
め
、
人
物
た
ち
の
た
ど
っ
た
来
歴
や
経
緯
に
は
最
小
限
の
こ
と
ば
し
か
費
や
さ
れ
な
い
。
ま
る
で

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
で
、
そ
の
場
所
の
そ
の
場
面
で
見
ら
れ
う
る
・
現
前
し
て
い
る
こ
と
の
み
が
問
題
で
、
そ
れ
以
外
の
過
去
や
未
来
に
は
、
徹

底
し
た
無
関
心
が
貫
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

３　

小
説
の
極
北
？

　
『
雪
国
』
の
〈
鏡
〉
は
、
複
数
の
レ
ベ
ル
で
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
〈
対
〉
の
関
係
を
設
定
し
つ
つ
、
こ
の
世
界
の
基
底
的
な
不
変
性
・
同
一

性
を
強
く
印
象
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
〈
鏡
〉
は
、
島
村
が
女
た
ち
の
視
線
と
こ
と
ば
の
断
片
と
を
通
じ
て
、
彼
自
身

が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
己
像
を
受
け
取
っ
て
い
く
さ
ま
を
表
す
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
ん
な
島
村
に
と
っ
て
は



一
三
四

雑ノ
イ
ズ音
な
の
で
あ
ろ
う
〈
現
在
〉
な
ら
ざ
る
時
間
を
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
断
し
て
も
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
〈
鏡
〉
の
あ
り
よ
う
は
、『
雪
国
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
初
め
相
称

的
な
存
在
と
設
定
さ
れ
た
駒
子
と
葉
子
だ
が
、
彼
女
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
対
角
線
上
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
二
つ
の
頂
点
の
よ
う
な
も
の
だ
。
島

村
に
寄
り
添
う
『
雪
国
』
の
語
り
の
進
行
に
つ
れ
て
、
こ
の
二
人
は
、
明
ら
か
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
れ
を
証
拠
立
て
る
挿
話
は
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
冒
頭
の
列
車
の
シ
ー
ン
で
は
、
行
男
が
呼
吸
を
す
る
た
び
に
ず
れ
て
し
ま
う
襟
巻
き

を
、
彼
が
「
目
を
動
か
す
か
動
か
さ
ぬ
う
ち
に
」「
や
さ
し
い
手
付
き
で
直
し
て
や
っ
て
」
い
る
葉
子
の
献
身
的
な
姿
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
の

温
泉
地
を
初
め
て
訪
れ
た
島
村
が
、
紹
介
さ
れ
た
女
性
に
幻
滅
し
て
部
屋
を
出
た
場
面
で
駒
子
は
、
彼
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
、
彼
が
忘
れ
た

タ
バ
コ
を
先
回
り
し
て
手
渡
す
配
慮
を
忘
れ
な
い
存
在
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
た
。
葉
子
に
つ
い
て
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
「
悲
し
い
ほ
ど
美

し
い
声
」
は
、
島
村
を
戦
慄
さ
せ
た
「
虚
し
い
徒
労
と
も
思
わ
れ
る
、
遠
い
憧
憬
と
も
哀
れ
ま
れ
る
、
駒
子
の
生
き
方
」
を
感
じ
さ
せ
る
澄
ん

だ
三
味
線
の
音
と
響
き
合
っ
て
い
る
し
、
葉
子
の
「
内
生
命
の
変
形
」
が
語
ら
れ
る
「
雪
中
火
事
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
ほ
と
ん
ど
正
気

を
失
っ
て
い
る
の
は
、
葉
子
に
「
気
ち
が
い
に
な
る
わ
」
と
く
り
返
し
言
い
き
か
せ
て
い
た
駒
子
の
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
「
島
村
の

言
葉
が
彼
女
の
身
体
を
だ
ん
だ
ん
染
め
て
行
く
か
の
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
物
語
る
よ
う
に
、
駒
子
は
状
況
に
応
じ
て
大
き
く
変
化
す

る
不
安
定
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
島
村
が
葉
子
と
初
め
て
二
人
で
向
き
合
っ
た
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
記
述
さ
れ
て
い

た
。「

女
一
人
く
ら
い
ど
う
に
で
も
な
り
ま
す
わ
。」
と
、
葉
子
は
言
葉
尻
が
美
し
く
吊
り
上
が
る
よ
う
に
言
っ
て
、
島
村
を
見
つ
め
た
ま
ま
、

「
女
中
に
使
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
？
」

「
な
あ
ん
だ
、
女
中
に
か
？
」

「
女
中
は
い
や
な
ん
で
す
。」
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「
こ
の
前
東
京
に
い
た
時
は
、
な
に
を
し
て
た
ん
だ
。」

「
看
護
婦
で
す
。」

「
病
院
か
学
校
に
入
っ
て
た
の
。」

「
い
い
え
、
た
だ
な
り
た
い
と
思
っ
た
だ
け
で
す
わ
。」〔
略
〕

「
そ
れ
じ
ゃ
今
度
も
看
護
婦
の
勉
強
が
し
た
い
ん
だ
ね
。」

「
看
護
婦
に
は
も
う
な
り
ま
せ
ん
。」

「
そ
ん
な
根
な
し
じ
ゃ
い
け
な
い
ね
。」

「
あ
ら
、
根
な
ん
て
、
い
や
だ
わ
。」
と
、
葉
子
は
弾
き
返
す
よ
う
に
笑
っ
た
。

　

島
村
へ
の
思
い
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
駒
子
の
発
言
に
は
島
村
を
翻
弄
す
る
よ
う
な
唐
突
さ
や
、
彼
と
の
時
間
を
引
き
延
ば
す
戦
略
と
も
取

れ
る
一
貫
性
の
欠
如
が
目
に
つ
き
始
め
る
が
、「
駒
ち
ゃ
ん
は
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
可
哀
想
な
ん
で
す
か
ら
、
よ
く
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
」

と
言
い
な
が
ら
、
東
京
に
戻
る
と
い
う
島
村
に
突
然
「
連
れ
て
帰
っ
て
下
さ
い
」
と
畳
み
か
け
る
葉
子
の
言
動
に
も
、
明
ら
か
な
矛
盾
と
飛
躍

が
観
察
で
き
る
。
駒
子
の
と
き
と
違
う
の
は
、
そ
ん
な
彼
女
の
こ
と
ば
を
受
け
止
め
る
島
村
の
内
省
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
だ
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
駒
子
の
記
憶
を
、
自
ら
の
指
を
包
み
込
ん
だ
性
器
の
感
触
に
局
所
化
し
て
想
起
し
た
島
村
の
そ
の
同
じ
指

が
、
葉
子
の
片
眼
を
映
し
出
す
〈
鏡
〉
を
準
備
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
面
を
受
け
て
「
指
で
覚
え
て
い
る

女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
い
た
女
と
の
間
に
、
な
に
が
あ
る
の
か
な
に
が
起
る
の
か
、
島
村
は
な
ぜ
か
そ
れ
が
心
の
ど
こ
か
で
見
え
る
よ

う
な
気
持
も
す
る
」
と
予
期
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
人
の
折
り
重
な
り
は
、
テ
ク
ス
ト
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
文
脈
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
予
言
め
い
た
一
文
は
、『
雪
国
』
の
中
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
の
が
単
に
駒
子
と
葉
子
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を

示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
鶴
田
欣
也
は
、「
行
男
は
島
村
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
文
字
通
り
の
意
味
で
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言
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い（

（（
（

。
鶴
田
が
別
の
論
文
で
述
べ
た
通
り
、「
こ
の
作
品
の
底
辺
に
は
島
村
の
行
男
に
対
す
る
羨
望
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で

流
れ
て
い
る
」
と
考
え
て
よ
い（

（（
（

。

　
「
踊
り
の
師
匠
」
の
息
子
で
あ
る
行
男
と
、「
下
町
育
ち
で
、
幼
い
時
か
ら
歌
舞
伎
や
日
本
踊
に
な
じ
」
ん
で
き
た
と
い
う
島
村
の
境
遇
に
は

確
か
に
共
通
性
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
先
に
引
い
た
会
話
の
場
面
で
、
葉
子
の
こ
と
ば
を
誘
惑
の
よ
う
に
受
け

取
っ
た
島
村
が
「
彼
女
と
駆
落
ち
の
よ
う
に
帰
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
を
「
駒
子
へ
の
激
し
い
謝
罪
の
方
法
」
で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
島
村
は
、
か
つ
て
の
行
男
の
行
動
を
反
復
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
島
村
は
、
周
囲
が
噂
し
、

駒
子
本
人
も
「
真
面
目
」
な
情
熱
を
傾
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
で
は
な
く
葉
子
と
共
に
東
京
か
ら
戻
っ
た
行
男
が
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う

同
じ
道
を
踏
み
出
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
四
人
の
男
女
に
配
分
さ
れ
た
相
称
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
語
り
の
中
で
折
り
重
ね
ら
れ
、
同
一
化
し
て

い
く
た
め
の
前
提
条
件
で
し
か
な
い
。
互
い
が
互
い
を
映
し
出
し
、
互
い
が
互
い
に
折
り
重
な
っ
て
い
く
「
二
重
写
し
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
が

「
木
霊
」
す
る
こ
と
で
、
駒
子
と
葉
子
が
、
島
村
と
行
男
と
が
、
表
象
の
中
で
融
け
合
っ
て
い
く
。
結
果
、
そ
こ
に
残
る
の
は
、
抽
象
化
さ
れ

た
〈
女
〉
と
〈
男
〉
に
よ
る
縁え

に
しの
物
語
以
外
で
は
な
い
。

　

そ
の
上
で
、『
雪
国
』
末
尾
の
「
雪
中
火
事
」
の
こ
と
ば
を
想
起
し
よ
う
。
繭
倉
の
火
事
に
導
か
れ
る
島
村
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
た
情
景
は
、

ど
う
い
う
わ
け
か
ひ
ど
く
官
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
た
。「
裸
の
天
の
河
」
が
「
夜
の
大
地
を
素
肌
に
巻
こ
う
と
し
て
、
直
ぐ
そ
こ

に
降
り
て
来
て
い
る
」
か
の
よ
う
な
、「
恐
ろ
し
い
艶
か
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
。
ふ
と
頭
上
を
見
上
げ
れ
ば
「
ま
た
こ
の
大
地

を
抱
こ
う
と
し
て
お
り
て
来
る
」
も
の
と
し
て
。
あ
る
い
は
、
走
り
去
る
駒
子
が
融
け
合
っ
て
い
く
、「
山
波
の
線
で
切
れ
る
と
こ
ろ
に
裾
を

ひ
ら
き
、
ま
た
逆
に
花
や
か
な
大
き
さ
で
天
へ
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
」
あ
り
よ
う
と
し
て
。
徹
底
し
て
こ
の
「
天
の
河
」
は
「
艶
か
し
い

驚
き
」
と
共
に
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

羽
鳥
徹
哉
は
、
こ
の
場
面
で
描
か
れ
た
「
天
の
河
」
の
星
の
瞬
き
は
、「
夕
景
色
の
鏡
」
で
、
窓
外
の
人
家
の
灯
火
と
葉
子
の
瞳
の
重
な
り
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を
「
夜
光
虫
」
と
表
し
た
部
分
と
「
前
後
照
応
」
し
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、「「
天
の
河
」
と
い
う
自
然
は
、
そ
れ
を
背
景
に
浮
か
ぶ
人
間
達

と
一
つ
に
溶
け
あ
い
な
が
ら
、
真
剣
に
愛
し
合
っ
た
こ
と
、
真
剣
に
つ
く
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
ど
こ
か
で
永
遠
の
い
の
ち
を
持
つ
も
の
で
あ
る

と
い
う
、
形
而
上
学
的
な
想
念
を
掲
示
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
」
と
す
る（

（（
（

。
だ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
世
界
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
、「
真
剣

に
愛
し
合
っ
た
」
者
た
ち
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
「
愛
」
を
め
ぐ
る
「
形
而
上
学
的
な
想
念
」
が

「
啓
示
」
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、「
天
の
河
」
と
「
大
地
」
を
描
く
こ
と
ば
に
、
執
拗
な
ほ
ど
性
的
・
官
能
的
な

語
彙
が
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
『
雪
国
』
が
、
自
ら
の
指
に
ま
つ
わ
る
駒
子
の
性
器
の
感
触
を
想
起
す
る
島
村
の
姿
を
描
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
も
触

れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、「
裸
の
天
の
河
」
が
「
夜
の
大
地
」
を
「
巻
こ
う
」「
抱
こ
う
」
と
覆
い
被
さ
る
イ
メ
ー
ジ
が
刻
ま
れ
る
こ
と
で
、
そ
の

関
係
が
大
が
か
り
に
反
復
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
性
的
・
官
能
的
な
語
彙
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
か
だ

ち
に
、
個
々
の
人
間
同
士
の
関
係
が
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
二
者
の
性
愛
関
係
へ
と
還
元
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
自
然
と
人
間
、
天
と
大
地

の
か
か
わ
り
に
ま
で
押
し
拡
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
底
な
し
の
深
さ
」
と
語
ら
れ
る
「
天
の
河
」
に
き
ら
め
く
星
々
は
、
人
間
の
ス

ケ
ー
ル
で
は
想
像
が
難
し
い
複
数
の
時
間
軸
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
懸
命
に
火
事
に
立
ち
向
か
う
人
々
の
姿
を
い
か
に
も
無
力
で
卑
小
な
も
の

に
見
せ
て
い
る
。『
雪
国
』
の
語
り
は
、
そ
ん
な
人
々
の
様
子
を
確
か
に
視
界
に
捉
え
て
は
い
る
島
村
を
、
あ
く
ま
で
「
天
の
河
」
と
の
関
係

の
方
に
繋
ぎ
と
め
て
い
る
。
彼
を
「
浮
き
上
」
が
ら
せ
、
そ
の
流
れ
に
彼
の
身
体
を
「
浸
」
ら
せ
、
か
と
思
え
ば
彼
を
「
掬
い
上
げ
」、
最
後

に
は
彼
め
が
け
て
「
流
れ
落
ち
て
行
く
」。
ま
る
で
彼
だ
け
が
人
の
世
を
離
れ
、
ま
ば
ゆ
く
光
る
星
空
と
ひ
と
り
で
向
き
合
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
。

　

い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
『
雪
国
』
は
、
そ
れ
以
上
に
抽
象
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
水
準
に
ま
で
物
語
を
還
元
し
、
理
念
化
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
。
女
と
男
の
性
愛
の
物
語
が
、
同
時
に
天
と
地
が
出
会
い
、
そ
し
て
融
け
合
う
物
語
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
わ
た
し
が
思
う

に
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
神
話
で
あ
る
。
よ
り
精
確
に
言
い
直
せ
ば
、『
雪
国
』
は
神
話
を
擬
態
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
神
話
に
な
り
お
お
せ
よ
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う
と
し
て
い
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
ど
こ
に
も
〈
日
本
〉
と
い
う
文
字
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
し
、
こ
の
山
里
が
〈
日
本
〉
を
代

表
＝
表
象
す
る
風
土
と
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
に
、
文
化
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
作
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
う
理
由

は
、
た
ぶ
ん
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
冬
は
深
い
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
の
土
地
が
人
々
を
幸
福
に
さ
せ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ

と
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
こ
の
土
地
は
「
仙
界
」「
桃
源
郷
」
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
根
拠
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ

る
（
（（
（

。
女
と
男
、
自
然
と
人
間
、
天
空
と
地
上
と
い
う
極
度
に
抽
象
的
な
縁
＝
関
係
の
水
準
へ
と
自
ら
を
押
し
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
、
そ
の
世
界
を
意
味
づ
け
、
何
か
し
ら
積
極
的
な
主
題
を
読
み
出
そ
う
と
す
る
解
釈
者
の
コ
ー
ド
の
方
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
と
す

れ
ば
、『
雪
国
』
は
、
小
説
の
極
北
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
川
端
が
死
の
間
際
ま
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
手
を
入
れ

続
け
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
れ
は
、『
雪
国
』
が
ま
さ
に
小
説
の
最
期
を
、
限
界
を
刻
も
う
と
し
た
作
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

４　

神
話
と
時
間

　

け
れ
ど
も
、
当
然
な
が
ら
、
小
説
と
神
話
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
問
う
べ
き
は
、
相
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
絶
え
間
な
く
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と

で
、
読
者
を
単
調
な
同
一
性
へ
と
泥
ま
せ
て
い
く
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
何
が
抑
圧
さ
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
重
要
な
の
が
、
行
男
の
死
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
、
以
下
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

　

ふ
っ
と
島
村
は
駒
子
に
肉
体
的
な
憎
悪
を
感
じ
た
。

　
「
君
達
三
人
の
間
に
、
ど
う
い
う
事
情
が
あ
る
か
し
ら
ん
が
、
息
子
さ
ん
は
今
死
ぬ
か
も
し
れ
ん
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
会
い
た
が
っ
て
、

呼
び
に
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
素
直
に
帰
っ
て
や
れ
。
一
生
後
悔
す
る
よ
。
こ
う
言
っ
て
い
る
う
ち
に
も
、
息
が
絶
え
た
ら
ど
う
す
る
。

強
情
張
ら
な
い
で
さ
ら
り
と
水
に
流
せ
。」
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「
ち
が
う
。
あ
ん
た
誤
解
し
て
い
る
わ
。」

　
「
君
が
東
京
へ
売
ら
れ
て
行
く
時
、
た
だ
一
人
見
送
っ
て
く
れ
た
人
じ
ゃ
な
い
か
。
一
番
古
い
日
記
の
、
一
番
初
め
に
書
い
て
あ
る
、

そ
の
人
の
最
後
を
見
送
ら
ん
と
い
う
法
が
あ
る
か
。
そ
の
人
の
命
の
一
番
終
り
の
頁
に
、
君
を
書
き
に
行
く
ん
だ
。」

　

駒
子
こ
そ
が
き
ち
ん
と
行
男
の
最
期
を
看
取
る
べ
き
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
島
村
の
発
言
に
は
、
い
か
に
も
『
雪
国
』
的
な
反
転
が
仕
掛

け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
捻
れ
た
言
い
ま
わ
し
は
一
方
で
、
駒
子
が
行
男
の
死
後
に
日
記
を
書
く
こ
と
を
禁
じ

て
い
る
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
東
京
に
出
る
直
前
、「
お
金
が
自
由
に
な
ら
な
い
頃
」
か
ら
書
き
続
け
た
と
い
う
彼
女
の
日
記
を
、
行
男

と
の
関
係
性
だ
け
で
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
事
実
、
島
村
の
こ
の
こ
と
ば
を
駒
子
は
「
日
記
な
ん
か
も
う
つ
け
な
い
。

焼
い
て
し
ま
う
」
と
受
け
て
い
る
（。

　

野
坂
昭
雄
は
、
島
村
を
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
認
識
」
の
持
ち
主
と
規
定
し
つ
つ
、
島
村
は
「
文
字
と
文
字
、
画
像
と
画
像
の
間
に
イ
マ
ジ

ネ
ー
ル
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
文
字
の
物
理
的
で
リ
ア
ル
な
痕
跡
そ
の
も
の
に
は
目
を
向
け
る
こ
と
が
な
い
」
と
す

る
（
（（
（

。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
っ
て
、
確
か
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
島
村
は
、
ど
こ
ま
で
も
文
字
を
軽
侮
す
る
人
物
で
あ
る
。
恐
ら
く
島
村
は
対

社
会
的
に
は
文
筆
家
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
が
、
彼
は
、
自
分
の
書
く
こ
と
ば
を
役
に
立
た
な
い
無
意
味
な
も
の
だ
と
く
り
返
し
強
調
し
て
い

る
。
三
度
目
の
滞
在
の
と
き
に
は
「
ヴ
ァ
レ
リ
イ
や
ア
ラ
ン
」「
ロ
シ
ア
舞
踊
の
花
や
か
だ
っ
た
頃
の
フ
ラ
ン
ス
文
人
達
の
舞
踊
論
」
の
翻
訳

に
取
り
組
ん
で
い
て
、『
雪
国
』
が
断
続
的
に
発
表
さ
れ
て
い
た
時
期
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
選
択
に
そ
れ
な
り
の
同
時
代
性

も
看
取
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
今
の
日
本
の
舞
踊
界
に
な
ん
の
役
に
も
立
ち
そ
う
で
な
い
本
」
で
あ
る
こ
と
に
、
い
か
に
も
自
足
し
て

い
る
口
ぶ
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
も
周
知
の
こ
と
だ
が
、
駒
子
も
ま
た
書
く
人
物
な
の
だ
っ
た
。
彼
女
は
日
記
を
書
き
続
け
、「
十
五
六
の
頃
か
ら
読
ん
だ
小

説
を
一
々
書
き
留
め
て
」
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
女
の
振
る
舞
い
を
島
村
は
「
無
欲
の
乞
食
」
の
よ
う
な
「
徒
労
」
で
あ
る
と
決
め
つ
け
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て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
に
意
味
の
な
い
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
る
べ
き
立
場
や
資
格
の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば
、
自
分
の
読
ん
だ
小
説
の

感
想
を
書
く
こ
と
さ
え
許
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

駒
子
は
、
自
分
は
日
記
を
「
焼
い
て
か
ら
死
ぬ
」
と
語
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
文
字
は
、
彼
女
の
生
き
た
証
し
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

駒
子
は
、
何
冊
も
あ
る
日
記
の
中
で
「
十
六
の
時
と
今
年
の
と
が
、
一
番
面
白
い
」
と
も
語
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
島
村
と
の
出
会
い
や
交
情

と
、
そ
の
後
の
思
い
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
島
村
に
寄
り
添
う
語
り
が
語
ら
な
い
時
間
、
行
男
と
自
分
と
葉
子
と
の
単
純
で
は
な
い

成
り
行
き
や
、『
雪
国
』
の
〈
鏡
〉
に
は
決
し
て
映
り
込
ま
な
か
っ
た
彼
の
表
情
が
、
駒
子
の
文
字
で
刻
ま
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
島
村
に
寄
り
添
う
語
り
以
外
の
文
字
が
引
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
島
村
自
身
の
手
に
な
る
も
の
を
含
め
、
文
字

テ
ク
ス
ト
の
存
在

0

0

は
た
び
た
び
表
象
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
具
体
的
な
文
言
が
、
人
物
た
ち
に
、
そ
し
て
『
雪

国
』
の
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
、
一
切
な
い
の
で
あ
る
。　

　

し
か
も
『
雪
国
』
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
文
字
だ
け
で
は
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
島
村
は
、
し
ば
し
ば
自
身
を
「
無
為
徒

食
」
と
表
現
し
、
自
分
や
駒
子
が
文
字
を
書
く
こ
と
を
「
徒
労
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
徒
」
は
〈
無
駄
で
意
味
を
持
た
な
い
さ
ま
〉
を
あ

ら
わ
す
が
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
書
い
た
当
人
で
は
な
い
。
そ
の
文
字
の
意
味
は
、
そ
の
文
字
が
書
か
れ
た
後

の
他
者
が
未
来
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
の
文
字
の
抑
圧
は
、
未
来
に
対
す
る
深
い
拒
絶
と
か
か
わ
っ
て

い
る
。

　

中
原
豊
は
、『
雪
国
』
の
時
間
に
つ
い
て
検
討
し
た
貴
重
な
論
考
で
、
駒
子
を
「
正
確
に
同
じ
単
位
が
反
復
さ
れ
る
暦
の
時
間
、
時
計
の
時

間
」
を
生
き
る
人
物
、
葉
子
を
「
生
の
一
回
性
の
中
で
凝
縮
さ
れ
て
い
く
時
間
」
を
生
き
る
人
物
と
概
括
し
、
島
村
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い

非
日
常
的
な
時
間
感
覚
に
と
ど
ま
る
存
在
だ
と
意
味
づ
け
て
い
る（

（（
（

。
駒
子
と
葉
子
が
生
き
る
時
間
の
差
異
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
ま
た
、

島
村
が
物
語
の
最
後
で
「
無
化
し
た
時
間
」
に
没
入
し
て
い
く
と
い
う
の
も
、
中
原
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
わ
た
し
が
重

要
と
思
う
の
は
、
そ
の
島
村
は
一
方
で
、
駒
子
の
身
体
に
迫
る
変
化
に
ひ
ど
く
鋭
敏
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
作
中
の
事
実
で
あ
る
。
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『
雪
国
』
の
島
村
が
、
駒
子
の
首
の
あ
た
り
を
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
る
場
面
が
何
度
か
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
出
会

い
の
と
き
に
は
「
白
い
陶
器
に
薄
紅
を
刷
い
た
よ
う
な
皮
膚
で
、
首
の
つ
け
根
も
ま
だ
肉
づ
い
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
美
人
と
い
う
よ
り
も
な
に
よ

り
も
、
清
潔
だ
っ
た
」
と
書
か
れ
る
。
そ
れ
が
三
度
目
の
訪
問
の
際
に
は
「
襟
を
透
か
し
て
い
る
の
で
、
背
か
ら
肩
へ
白
い
扇
を
拡
げ
た
よ
う

だ
」
が
「
そ
の
白
粉
の
濃
い
肉
は
な
ん
だ
か
悲
し
く
盛
り
上
が
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
毛
織
物
じ
み
て
見
え
、
ま
た
動
物
じ
み
て
見
え
た

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
さ
れ
る
。
こ
の

変
化
の
遠
い
先
に
予
想
さ
れ
る
の
は
、
島
村
が
旅
館
の
玄
関
先
で
見
掛
け
た
、「
あ
り
ふ
れ
た
日
本
の
化
粧
品
や
髪
飾
」
な
ど
を
売
り
歩
く
ロ

シ
ア
人
女
性
の
肌
理
で
あ
る
。
彼
女
は
「
も
う
四
十
を
出
て
い
る
ら
し
く
顔
は
小
皺
で
垢
じ
み
て
い
る
が
、
太
い
首
か
ら
覗
け
る
あ
た
り
が
真

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

白
に
脂
ぎ
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
連
の
描
写
は
、
駒
子
の
老
い
と
衰
え
の
予
兆
以
外
で
は
な
い
。
駒
子

は
、
島
村
に
対
し
て
継
起
す
る
時
間
を
感
じ
さ
せ
る
存
在
な
の
だ
。
人
間
が
成
熟
し
、
そ
し
て
老
い
て
い
く
、
未
来
に
向
か
っ
て
進
む
不
可
逆

的
な
時
間
を
目
の
当
た
り
に
さ
せ
る
。
島
村
は
、
そ
の
よ
う
な
駒
子
を
ど
こ
か
で
憎
悪
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
島
村
は
、
自
室
の
窓
を
開
け
放
っ
た
駒
子
を
引
き
寄
せ
る
際
、「
女
の
咽
仏
の
あ
た
り
を
掴
ん
で
」「
ぐ
い
と
う
し
ろ
へ
起
こ
そ
う
と

し
」
て
い
る
。
繭
倉
の
火
事
の
現
場
を
眺
め
る
駒
子
の
「
咽
」
が
「
伸
び
て
い
る
あ
た
り
」
に
「
つ
と
手
を
や
り
そ
う
に
な
っ
て
、
島
村
は
指

先
が
ふ
る
え
た
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
二
階
か
ら
落
ち
た
葉
子
を
抱
き
上
げ
る
駒
子
の
様
子
が
「
自
分
の
犠
牲
か
刑
罰
か
を
抱
い
て
い
る
よ

う
に
」
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
ま
る
で
葉
子
の
死
は
、
駒
子
の
身
代
わ
り
の
よ
う
で
は
な
い
か
。

　
『
雪
国
』
は
、
自
ら
を
神
話
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
、
文
字
と
時
間
を
抑
圧
し
、
遠
ざ
け
て
い
る
。
文
字
で
書
か
れ
る
時
間
、

す
な
わ
ち
そ
れ
は
歴
史
の
謂
で
あ
る
。『
雪
国
』
は
、
歴
史
を
排
除
し
、
歴
史
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
原
祐
治
は
、
一
九
三
〇
―
四
〇
年
代
の
日
本
語
の
文
脈
で
は
、「
文
学
・
歴
史
学
・
哲
学
と
い
っ
た
領
域
が
相
互
に
嵌
入
し
つ
つ
」、
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
で
〈
歴
史
〉
を
ど
う
書
く
か
が
主
題
化
さ
れ
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る（

（（
（

。
大
原
は
、
成
田
龍
一
の
整
理
を
批
判
的
に
踏
ま
え
、
従

来
的
な
実
証
主
義
に
も
と
づ
く
歴
史
記
述
と
、
唯
物
論
的
な
歴
史
学
と
皇
国
史
観
に
通
底
す
る
構
築
主
義
的
な
歴
史
記
述
と
の
対
立
を
取
り
出

し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
す
る
営
為
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
細
部
に
着
意
し
な
が
ら
歴
史
と
現
在
と
を
行
為
遂
行
的
に
制
作
す
る
こ
と
を
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目
指
し
た
坂
口
安
吾
の
試
行
を
評
価
し
て
い
く
の
だ
が
、『
雪
国
』
が
起
筆
さ
れ
、
書
き
継
が
れ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
時
期
な
の

だ
っ
た
。『
雪
国
』
の
こ
と
ば
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
性
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
極
端
な
歴
史
の
拒
否
は
、
わ
た
し
に

は
い
さ
さ
か
異
様
に
思
え
る
。
人
間
の
生
き
死
に
が
問
題
に
な
る
地
平
を
は
る
か
に
離
陸
し
て
、
宇
宙
と
意
識
と
が
交
錯
す
る
始
原
の
情
景
を

描
こ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
は
人
間
が
生
き
る
具
体
的
な
時
間
を
ど
う
か
し
て
テ
ク
ス
ト
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
『
雪
国
』
の
こ
と
ば
に
は
、

鬼
気
迫
る
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

　

思
え
ば
、
川
端
康
成
は
、
こ
と
ば
で
ひ
と
を
動
か
す
こ
と
を
目
指
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
多
く
の
読
者
を
捉
え
た
時
代
を
生
き
抜

い
た
書
き
手
な
の
だ
っ
た
。
読
者
の
情
動
や
痛
苦
に
訴
求
す
る
こ
と
で
身
体
的
な
同
調
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
ば
の
政
治
に
対
し
、
こ
と

ば
自
体
の
次
元
と
こ
と
ば
を
運
ぶ
メ
デ
ィ
ア
に
着
意
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
の
が
文
学
史
的
な
常
識
だ
が
、
テ
ク
ス
ト

の
受
け
手
を
こ
わ
ば
ら
せ
沈
黙
さ
せ
る
と
い
う
の
も
、
別
の
意
味
で
の
こ
と
ば
の
政
治
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
ら
神
話
に
な
ろ
う
と
す
る
小
説

は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
究
極
の
政
治
小
説
だ
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

［
付
記
］『
雪
国
』
の
本
文
は
、『
川
端
康
成
全
集　

第
十
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
八
〇
（
所
収
の
も
の
を
用
い
た
。
但
し
、
適
宜
通
行
の
表
記
に
改
め
て
い
る
。

注（
１
（�

上
田
渡
「『
雪
国
』　　

物
語
の
構
造
化
を
こ
え
て　
　

」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊　

川
端
康
成
「
雪
国
」
（0
周
年
』
至
文
堂
、
一
九
九
八
・

三
（。

（
２
（�

島
崎
市
誠
「「
が
ら
ん
ど
う
」
の
周
辺　
　
『
雪
国
』
論
序
説　
　

」（『
群
系
』
二
〇
〇
一
・
一
〇
（。

（
３
（�

片
山
倫
太
郎
「『
雪
国
』
試
論　
　

現
象
す
る
恋
情
の
方
法
と
意
味　
　

」（『
文
学
』
二
〇
〇
七
・
九
―
一
〇
（。

（
４
（�

セ
シ
ル
・
坂
井
「
検
閲
、
自
己
検
閲
の
連
続
性　
　

川
端
康
成
の
作
品
に
お
い
て
」（
鈴
木
・
十
重
田
・
堀
・
宗
像
編
『
検
閲
・
メ
デ
ィ
ア
・
文
学　

江
戸
か
ら
戦
後
ま
で
』
新
曜
社
、
二
〇
一
二
（。

（
５
（�

十
重
田
裕
一
『「
名
作
」
は
つ
く
ら
れ
る　

川
端
康
成
と
そ
の
作
品
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
（。
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（
６
（�

川
崎
寿
彦
「
夢
か
現
か
幻
か　
　
『
雪
国
』
と
鏡
像
の
美
学　
　

」（
長
谷
川
泉
・
鶴
田
欣
也
編
『「
雪
国
」
の
分
析
研
究
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一

九
八
五
（。

（
７
（�
注
（
６
（、
川
崎
前
掲
論
文
。

（
８
（�
小
林
秀
雄
「
川
端
康
成
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
四
一
・
六
（。

（
９
（�

越
前
谷
宏
「
川
端
康
成
『
雪
国
』
覚
え
書　
　

駒
子
と
行
男
と
葉
子　
　

」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
一
九
九
八
・
一
（。
こ
の
論
文
の
中
で
越
前
谷
は
、

駒
子
が
連
れ
て
こ
ら
れ
た
「
師
匠
の
実
家
」
が
「
葉
子
と
佐
一
郎
の
住
ん
で
い
た
所
」
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
葉
子
は
師
匠
の
姪
、
行
男
と
葉
子
は

い
と
こ
同
士
の
間
柄
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

（
（0
（�

鶴
田
欣
也
「
川
端
康
成
『
雪
国
』」（『
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
「
向
う
側
」　　

母
な
る
も
の
性
な
る
も
の　
　

』
明
治
書
院
、
一
九
八
六
（。

（
（0
（�

鶴
田
欣
也
「
雪
国　
　

行
男
を
考
え
る　
　

」（『
川
端
康
成
論
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八
（。

（
（（
（�

羽
鳥
徹
哉
「『
雪
国
』
に
お
け
る
自
然
」（
前
掲
『「
雪
国
」
の
分
析
研
究
』
所
収
（。

（
（（
（�

千
葉
俊
二
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
し
て
の
『
雪
国
』」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
一
・
三
（。

（
（4
（�

野
坂
昭
雄
「『
雪
国
』
に
お
け
る
女
性
と
映
像
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」（『
山
口
国
文
』
二
〇
〇
三
・
三
（。

（
（（
（�

中
原
豊
「『
雪
国
』
の
時
間
・
覚
書
」（『
山
口
国
文
』
二
〇
〇
三
・
三
（。

（
（（
（�

大
原
祐
治
『
文
学
的
記
憶
・
一
九
四
〇
年
前
後　

昭
和
期
文
学
と
戦
争
の
記
憶
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
（。


