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【
論
文
概
要
書
】 

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
新
聞
小
説
の
研
究 

―
石
川
達
三
か
ら
松
本
清
張
へ 

 

山
本
幸
正 

  

【
１
】 

本
論
文
の
構
成 

  

本
論
文
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
新
聞
小
説
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
聞
小
説
家

の
中
で
も
「
社
会
派
」
と
し
て
知
ら
れ
る
石
川
達
三
の
新
聞
小
説
と
、
戦
後
に
お
け
る
社
会
派
推
理
小
説

ブ
ー
ム
を
牽
引
し
た
松
本
清
張
の
新
聞
小
説
を
主
に
取
り
上
げ
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
新
聞
小

説
の
諸
相
を
追
求
し
た
。 

 

い
ず
れ
の
論
に
お
い
て
も
、
初
出
紙
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
を
綿
密
に
調
査
し
、
論
を
組
み
立
て
る
こ

と
を
心
掛
け
た
。
ま
た
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
が
所
蔵
す
る
「
黒
い
風
土
」
の
原
稿
を
調
査
し
、

新
聞
小
説
の
具
体
的
な
執
筆
過
程
の
一
端
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

以
下
は
本
論
文
の
目
次
で
あ
る
。目
次
の
順
に
則
っ
て
、本
論
文
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

序
章 

松
本
清
張
と
新
聞
小
説
の
一
九
五
〇
年
代 

第
一
部 

読
者
・
メ
デ
ィ
ア
・
小
説
家 

 

―
石
川
達
三
、
川
崎
長
太
郎
、
そ
し
て
松
本
清
張
へ 

第
一
章 

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
小
説
家 

―
新
聞
小
説
家
と
し
て
の
石
川
達
三 

第
二
章 

新
聞
小
説
家
の
意
見 

―
石
川
達
三
の
「
自
由
」
談
義 

第
三
章 

新
聞
小
説
家
と
私
小
説
家 

―
二
つ
の
読
者
戦
略 

第
四
章 

松
本
清
張
の
新
聞
小
説
第
一
作 

―
「
野
盗
伝
奇
」
論 

第
二
部 

清
張
、
新
聞
小
説
を
書
く 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む 

第
一
章 

原
稿
用
紙
か
ら
見
た
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
の
原
稿
か
ら 

第
二
章 

改
稿
さ
れ
る
新
聞
小
説 

―
「
黒
い
風
土
」
か
ら
『
黄
色
い
風
土
』
へ 

第
三
章 

周
縁
か
ら
の
物
語 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む 

第
三
部 

「
砂
の
器
」
を
読
む 

第
一
章 

「
砂
の
器
」
の
た
く
ら
み 

―
新
聞
小
説
に
お
け
る
松
本
清
張
の
読
者
戦
略 

第
二
章 

〈
眼
〉
か
ら
〈
耳
〉
へ 

―
「
砂
の
器
」
を
聴
く 

結
語 

こ
れ
か
ら
の
松
本
清
張
研
究
、
こ
れ
か
ら
の
新
聞
小
説
研
究
の
た
め
に 

  

【
２
】 

序
章 

松
本
清
張
と
新
聞
小
説
の
一
九
五
〇
年
代 

  

時
に
「
国
民
作
家
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
松
本
清
張
は
、
多
種
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
読
者

と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
と
い
っ
た
映
像
作
品
は
、
清
張
を
考
え
る
際
に
は
も
ち
ろ

ん
重
要
で
あ
る
。
ま
た
新
書
ブ
ー
ム
の
中
心
と
な
っ
た
カ
ッ
パ
ブ
ッ
ク
ス
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
週
刊
誌
も
清
張
に
は
親
し
い
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
。
清
張
が
作
家
と
し
て
地
歩
を
固
め
て
い
く
道
程
は
、

新
書
ブ
ー
ム
、
及
び
週
刊
誌
ブ
ー
ム
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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し
か
し
、
当
時
に
お
い
て
最
も
重
要
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
新
聞
だ
っ
た
。
新
書
は
も
ち
ろ
ん
、
週
刊
誌

も
、
情
報
伝
達
の
媒
体
と
し
て
は
新
聞
の
補
助
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

一
九
五
〇
年
代
の
新
聞
に
お
い
て
、
目
玉
商
品
と
な
っ
て
い
た
の
が
新
聞
小
説
だ
っ
た
。
成
功
し
た
新
聞

小
説
は
新
聞
社
を
潤
し
、
ま
た
小
説
家
に
も
富
を
も
た
ら
す
。
荒
正
人
は
小
説
家
が
「
現
代
の
英
雄
」
に

な
っ
た
と
喝
破
し
た
が
、「
英
雄
」
と
な
っ
た
小
説
家
は
み
な
新
聞
小
説
の
常
連
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

新
聞
小
説
に
は
、
特
殊
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
必
要
と
さ
れ
る
。
毎
日
約
三
枚
半
と
い
う
短
い
分
量
を
掲
載

し
続
け
て
、
か
つ
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
読
者
が
多
岐
に
わ
た
る
。

教
養
に
お
い
て
も
教
育
に
お
い
て
も
多
種
多
様
な
読
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
新
聞
社
は
、
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
の
新
聞
小
説
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
生
み
出
す
小
説
家
に
オ
フ
ァ
ー
を

出
す
よ
う
に
な
り
、
小
説
家
も
新
聞
社
の
要
求
に
応
え
る
べ
く
、
新
聞
小
説
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
磨
き
上
げ

る
。
ま
た
一
九
五
〇
年
前
後
は
、
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
、
新
聞
小
説
論
が
盛
ん
に
発
表
さ
れ
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。
新
聞
小
説
論
が
量
産
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
聞
小
説
は
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
相
貌
を
際

立
た
せ
、
ま
た
そ
の
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
新
聞
小
説
家
と
い
う
存
在
が

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

清
張
に
は
ま
と
ま
っ
た
新
聞
小
説
論
は
な
い
。
し
か
し
菊
池
寛
と
佐
佐
木
模
索
を
扱
っ
た
『
形
影
』
な

ど
を
通
し
て
、
そ
の
新
聞
小
説
観
を
う
か
が
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
清
張
が
敬
愛
す
る
菊
池
寛
は
、
新

聞
小
説
を
格
下
で
通
俗
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
清
張
も
同
様
で
あ
る
。
幅
広
い
読
者

を
面
白
が
ら
せ
る
作
品
を
真
剣
に
書
こ
う
と
し
て
い
た
。 

 

当
時
新
聞
小
説
に
は
、
明
確
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
し
て
い
た
。
地
方
紙
、
ブ
ロ
ッ
ク
紙
、
全
国
紙

の
夕
刊
、
そ
し
て
全
国
紙
の
朝
刊
と
、
ラ
ン
ク
は
上
が
っ
て
い
く
。
一
九
五
六
年
、
ま
ず
地
方
紙
に
「
野

盗
伝
奇
」
を
連
載
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
清
張
は
、
そ
の
新
聞
小
説
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
着
実
に
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
は
新
聞
小
説
の
黄
金
時
代
で
あ
り
、
そ
の
時
代
に
作

家
と
し
て
の
地
盤
を
固
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
清
張
に
と
っ
て
、
新
聞
小
説
は
と
て
も
大
切
な
舞
台

だ
っ
た
。
そ
の
後
の
清
張
を
考
え
る
た
め
に
も
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
松
本
清
張
と
新
聞
小
説
の
関

わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
の
で
あ
る
。 

  

【
３
】 

第
一
部 

読
者
・
メ
デ
ィ
ア
・
小
説
家 

 
 

―
石
川
達
三
、
川
崎
長
太
郎
、
そ
し
て
松
本
清
張
へ 

（
１
） 

第
一
章 

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
小
説
家 

―
新
聞
小
説
家
と
し
て
の
石
川
達
三 

  

一
九
五
〇
年
代
に
石
川
達
三
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
新
聞
小
説
家
の
ひ
と
り
と
し
て
認
知
さ
れ

て
い
た
。
一
九
四
七
年
に
連
載
し
た
「
望
み
な
き
に
非
ず
」
が
評
判
に
な
り
、
ま
た
次
の
新
聞
小
説
「
風

に
そ
よ
ぐ
葦
」
も
高
く
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
石
川
自
身
は
、
新
聞
小
説
を
芸
術
と
は
認
め

ず
、
新
聞
小
説
と
い
う
形
式
が
好
き
で
は
な
い
と
吐
露
し
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
で
『
読
売
新
聞
』
は
一
九
四
八
年
か
ら
「
読
売
新
聞
小
説
賞
」
を
設
置
し
、
新
聞
小
説
の
書
き

手
の
発
掘
に
乗
り
出
し
た
。
毎
年
の
よ
う
に
選
考
委
員
が
新
聞
小
説
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
選

評
を
公
表
し
た
こ
と
で
、
新
聞
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
殊
性
が
際
立
ち
、
素
人
に
は
書
き
こ
な
す
の

が
難
し
い
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
聞
小
説
家
に
脚
光
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新

聞
小
説
家
が
、
他
の
小
説
家
か
ら
差
異
化
さ
れ
、
特
権
視
さ
れ
る
状
況
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。 
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そ
う
し
た
中
で
石
川
達
三
は
、
読
者
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
必
要
と
信
じ
る
問
題
を
提
起
す

る
特
別
な
新
聞
小
説
家
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
悪
の
愉
し
さ
」、「
自
分
の
穴
の
中
で
」、
そ
し

て
「
四
十
八
歳
の
抵
抗
」
で
石
川
は
、
保
守
的
と
言
わ
れ
る
新
聞
の
読
者
が
嫌
悪
す
る
「
悪
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
新
聞
小
説
を
、
立
て
続
け
に
連
載
し
た
。
こ
れ
ら
三
作
品
は
、
一
部
の
読
者
か
ら
の
反
発
を
バ
ネ

に
、
か
え
っ
て
多
く
の
読
者
か
ら
の
支
持
を
集
め
、
ま
た
文
芸
評
論
家
か
ら
も
賞
賛
さ
れ
た
。
こ
こ
に
至

っ
て
、
石
川
は
新
聞
小
説
家
と
し
て
の
自
ら
に
自
負
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

石
川
の
新
聞
小
説
家
と
し
て
の
自
恃
は
、
自
分
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
信
に

由
来
す
る
。
石
川
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
支
持
を
取
り
つ
け
た
の
は
、
そ
の
話
法
に
拠
る
。「
悪
の
愉
し
さ
」

以
降
の
作
品
に
お
い
て
石
川
は
、
小
説
言
説
の
至
る
所
に
、
男
／
女
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
／
主
婦
と
い
っ
た

二
項
対
立
を
仕
掛
け
、
常
に
二
項
対
立
の
う
ち
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
想
定
さ
れ
る
側
が
自
分
の
読
者
に
な

る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
ま
た
視
点
人
物
の
語
り
が
い
つ
の
ま
に
か
「
作
者
自
身
の
思
想
」（
安
部
公
房
「
石

川
達
三
論
」）
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
巧
妙
な
話
法
も
、
し
ば
し
ば
採
用
し
た
。
こ
う
し
た
話
法
に
よ
っ

て
、
石
川
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
味
方
に
つ
け
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
自
分
の
思
想
を
そ
れ
と
な
く
伝
達
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。 

 

巧
み
な
話
法
を
作
り
上
げ
、
独
特
な
新
聞
小
説
家
と
い
う
地
位
を
手
に
し
た
こ
と
で
、
石
川
は
新
聞
小

説
欄
を
越
え
て
、
同
時
代
の
言
説
空
間
を
席
巻
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

  

（
２
） 

第
二
章 

新
聞
小
説
家
の
意
見 

―
石
川
達
三
の
「
自
由
」
談
義 

  

石
川
達
三
は
、
新
聞
小
説
「
四
十
八
歳
の
抵
抗
」
を
成
功
さ
せ
た
後
、
外
遊
し
、
中
国
や
ソ
連
を
ま
わ

っ
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
一
九
五
六
年
七
月
に
「
世
界
は
変
っ
た
」
を
『
朝
日
新
聞
』
に
発
表
し
て
、
自

由
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
中
国
や
ソ
連
の
社
会
状
況
を
賞
賛
し
、
無
制
限
の
自
由
を
謳
歌
し
て
い
る

日
本
の
状
況
を
批
判
し
た
。
石
川
の
発
言
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
論
壇
に
お
い
て
も
文
壇
に
お
い
て
も

「
自
由
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

次
い
で
一
九
五
七
年
一
月
に
『
東
京
新
聞
』
に
載
っ
た
「
自
由
の
敵
」
で
石
川
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
鍵
』

と
川
崎
長
太
郎
の
「
硬
太
り
の
女
」
を
名
指
し
し
て
、「
自
由
の
敵
」
で
あ
る
と
罵
っ
た
。
両
作
品
と
も
「
不

潔
」
で
「
芸
術
の
冒
と
く
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
野
放
し
に
し
て
お
い
た
ら
、
官
憲
が
言
論
の

自
由
に
束
縛
を
加
え
た
く
な
る
の
も
当
然
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
「
不
潔
」
な
作
品
に
は
自
主
規
制
を
加
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
石
川
の
発
言
の
趣
旨
で
あ
る
。「
自
由
」
論
争
の
と
き
と
同
様
に
、
言

論
界
は
石
川
の
発
言
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

臼
井
吉
見
も
中
村
光
夫
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
石
川
の
見
解
は
、
わ
ざ
わ
ざ
批
判
の
言
辞
を
費

や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
内
容
も
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
論
界
は
石
川
の
発
言
を
等

閑
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
石
川
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
。 

 

共
産
党
に
も
、
文
壇
に
も
属
し
て
い
な
い
石
川
の
発
言
を
読
者
は
、
自
由
な
個
人
に
拠
る
も
の
と
受
け

止
め
た
。
さ
ら
に
石
川
は
、
真
面
目
な
問
題
を
提
起
す
る
新
聞
小
説
家
と
し
て
支
持
を
集
め
て
い
た
。
そ

し
て
石
川
自
身
が
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
代
弁
者
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
。
石
川
の
見
解
は
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
の
意
見
で
あ
り
、
石
川
へ
の
批
判
は
「
一
般
民
衆
」
へ
の
批
判
と
な
る
と
い
う
論
理
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。「
教
養
主
義
の
没
落
」（
竹
内
洋
）
が
進
み
、「「
文
壇
」
崩
壊
論
」（
十
返
肇
）
が
唱
え
ら

れ
る
時
代
に
、「
一
般
民
衆
」
を
敵
に
回
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
一
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般
民
衆
」
の
代
表
で
あ
り
、
代
弁
者
で
あ
る
石
川
の
発
言
は
、
同
時
代
の
言
説
空
間
の
中
で
問
題
と
し
て

機
能
し
て
し
ま
っ
た
。「
自
由
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
論
争
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
味

方
に
つ
け
た
新
聞
小
説
家
が
組
織
し
た
磁
場
の
強
靭
さ
で
あ
り
、
民
主
主
義
社
会
内
部
に
お
け
る
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
持
つ
圧
倒
的
な
強
さ
で
あ
っ
た
。 

  

（
３
） 

第
三
章 

新
聞
小
説
家
と
私
小
説
家 

―
二
つ
の
読
者
戦
略 

  

「
自
由
の
敵
」
と
い
う
小
文
で
、
石
川
達
三
は
谷
崎
潤
一
郎
の
『
鍵
』
と
と
も
に
、
川
崎
長
太
郎
の
「
硬

太
り
の
女
」
を
罵
っ
た
。
当
時
「
芸
術
か
猥
褻
か
」
と
い
う
問
題
で
国
会
の
審
議
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た

『
鍵
』
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
り
に
も
マ
イ
ナ
ー
な
川
崎
の
私
小
説
を
石
川
が
取
り
上
げ
た
の
に
は
理
由
が

あ
る
。 

 

一
九
五
〇
年
代
、私
小
説
家
の
川
崎
長
太
郎
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
た
。そ
の
ブ
ー
ム
が
続
い
た
の
は
、

川
崎
の
私
小
説
が
内
包
し
て
い
た
仕
掛
け
に
拠
る
も
の
だ
っ
た
。
自
ら
の
私
小
説
を
読
ん
で
、
自
ら
が
住

む
小
田
原
に
や
っ
て
来
た
女
性
読
者
を
、
川
崎
は
積
極
的
に
私
小
説
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
読
者

自
身
に
川
崎
が
私
小
説
で
書
い
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
証
言
さ
せ
、
川
崎
と
女
性
読
者
の
関
係
を

赤
裸
々
に
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
川
崎
は
、
新
た
な
女
性
読
者
に
嫉
妬
心
を
起
こ
さ
せ
、
小
田
原
に
や

っ
て
来
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
川
崎
の
私
小
説
は
メ
タ
言
説
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
現
実
に
存
在
す
る

読
者
に
作
用
す
る
。 

 

そ
う
し
た
川
崎
に
対
し
、石
川
達
三
は
虚
構
世
界
と
現
実
世
界
を
峻
別
し
た
小
説
を
作
り
上
げ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
小
説
内
で
の
出
来
事
が
現
実
に
浸
透
し
て
来
る
川
崎
の
私
小
説
は
嫌
悪
の
対
象
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
虚
構
世
界
と
現
実
世
界
の
関
係
性
に
お
い
て
新
聞
小
説
家
と
私
小
説
家
は
対
照
的
で
あ
る
の

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
男
性
読
者
を
対
象
に
す
る
石
川
に
対
し
川
崎
が
読
者
と
し
て
待
望
す
る
の
は

女
性
読
者
で
あ
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
相
手
に
す
る
石
川
に
対
し
川
崎
は
ひ
と
り
の
読
者
が
小
田
原
を
訪

れ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
私
小
説
を
綴
る
。 

 

松
本
清
張
は
石
川
と
同
じ
く
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
愛
さ
れ
た
小
説
家
で
あ
る
。
し
か
し
石
川
と
は
違
っ

て
清
張
は
、
石
川
が
排
除
し
て
し
ま
う
〝
ひ
と
り
〟
に
拘
っ
た
小
説
を
書
い
た
。
〝
ひ
と
り
〟
に
拘
泥
し

つ
つ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
点
に
、
清
張
の
面
白
さ
が
あ
る
。 

  

（
４
） 

第
四
章 

松
本
清
張
の
新
聞
小
説
第
一
作 

―
「
野
盗
伝
奇
」
論 

  

「
野
盗
伝
奇
」
は
松
本
清
張
が
一
九
五
六
年
に
地
方
紙
に
連
載
し
た
新
聞
小
説
の
第
一
作
で
あ
る
。
先

行
研
究
も
な
く
、
正
確
な
初
出
紙
も
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
の
前
提
と
し
て
初

出
紙
の
調
査
を
行
い
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
『
西
日
本
ス
ポ
ー
ツ
』
以
外
に
、『
福
井
新
聞
』
と
『
中
部
経

済
新
聞
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
ま
た
初
出
と
単
行
本
を
比
較
し
、
両
者
の
間
に

は
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
く
、「
野
盗
伝
奇
」
が
連
載
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
連
載
後
に
映
画
化
の
話
が
二
度
あ
っ
た
の
だ
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
、
ラ
ジ

オ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
り
、新
国
劇
に
よ
っ
て
舞
台
化
さ
れ
た
り
し
た
が
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
も
判
明
し
た
。
つ
ま
り
松
本
清
張
の
新
聞
小
説
第
一
作
は
、
大
き
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な
イ
ン
パ
ク
ト
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
九
五
〇
年
代
の
新
聞
読
者
調
査
を
調
べ
た
結
果
、「
野
盗
伝
奇
」
前
後
の
清
張
が
、
新
聞
の
読
者
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
新
聞
読
者
が
松
本
清
張
の
登
場
を
待

ち
望
む
よ
う
に
な
る
の
は
、「
野
盗
伝
奇
」
と
は
全
く
関
係
な
く
、
一
九
五
八
年
の
『
点
と
線
』
と
『
眼
の

壁
』に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
社
会
派
推
理
小
説
ブ
ー
ム
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
。ま
た
そ
の
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、

新
聞
の
読
者
は
、
新
聞
小
説
欄
で
推
理
小
説
が
連
載
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
始
め
た
。
そ
う
し
た
中
で
清

張
は
、
推
理
小
説
の
「
影
の
地
帯
」
と
「
黒
い
風
土
」
の
連
載
を
、
地
方
紙
と
ブ
ロ
ッ
ク
紙
で
始
め
た
の

で
あ
る
。 

 

「
野
盗
伝
奇
」
に
関
す
る
調
査
以
外
に
も
、
新
聞
読
者
の
調
査
な
ど
を
積
極
的
に
活
用
し
た
こ
と
で
、

「
黒
い
風
土
」
が
連
載
さ
れ
る
前
後
に
、
新
聞
小
説
欄
に
推
理
小
説
は
相
応
し
く
な
く
、
ま
た
連
載
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
っ
た
議
論
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
清
張
は
、
新
聞
で
推
理

小
説
を
連
載
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
断
案
に
抗
っ
て
、「
黒
い
風
土
」
を
書
き
継
が
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

【
４
】 

第
二
部 

清
張
、
新
聞
小
説
を
書
く 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む 

（
１
） 

第
一
章 

原
稿
用
紙
か
ら
見
た
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
の
原
稿
か
ら 

  

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
が
所
蔵
し
て
い
る
「
黒
い
風
土
」
の
原
稿
の
調
査
報
告
で
あ
る
。「
黒
い

風
土
」
の
連
載
時
、
松
本
清
張
は
平
均
で
毎
月
十
一
本
の
作
品
を
発
表
し
続
け
た
。
執
筆
量
の
限
界
に
挑

む
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
清
張
は
速
記
者
を
活
用
し
て
い
た
の
だ
が
、
原
稿
用
紙
の
筆
跡
か
ら
も
速
記

者
の
存
在
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
口
述
筆
記
す
る
際
に
も
、
清
張

は
速
記
者
が
書
い
た
原
稿
に
眼
を
通
し
、
細
部
に
わ
た
っ
て
訂
正
を
施
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ま
た
時
に
は
、
新
聞
小
説
で
は
異
例
で
あ
る
「
訂
正
記
事
」
を
出
す
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
。「
多
作
即
乱

作
」
と
い
う
常
識
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
た
清
張
は
、「
黒
い
風
土
」
と
い
う
新
聞
小
説
を
推
理
小
説
に
仕
立

て
る
べ
く
、
力
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
原
稿
を
通
し
て
、「
黒
い
風
土
」
で
挿
絵
を
担
当
し
た
生
沢
朗
と
の
関
係
も
追
求
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
新
聞
小
説
に
お
い
て
、
挿
絵
は
と
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
小
説
家
と
挿
絵
画
家
の

具
体
的
な
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
今
回
の
調
査
は
、
両
者
の
具
体
的
な
関
係
の
一
端

に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。 

 

「
黒
い
風
土
」
が
連
載
さ
れ
る
前
に
生
沢
は
、
井
上
靖
の
「
氷
壁
」
の
挿
絵
な
ど
で
一
世
を
風
靡
し
、

新
聞
小
説
の
挿
絵
の
描
き
手
と
し
て
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
独
自
の
世
界
を
築
き
上
げ
て
い
た

が
ゆ
え
に
、『
氷
壁
画
集
』
も
刊
行
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
清
張
は
、
い
ま
だ
新
人
の
作
家

の
ひ
と
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
清
張
は
、
原
稿
用
紙
を
通
し
て
画
家
に
対
し
て
積
極
的
な
指
示

を
与
え
る
。
清
張
が
多
用
し
た
の
は
「
絵
組
み
」
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
ま
だ
書
き
上
げ
て
い
な
い
数
回

先
の
場
面
を
あ
ら
か
じ
め
画
家
に
伝
え
、
挿
絵
を
描
い
て
も
ら
う
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
沢

は
清
張
の
「
絵
組
み
」
の
通
り
に
挿
絵
を
描
く
の
だ
が
、
当
の
清
張
が
「
絵
組
み
」
と
は
ず
れ
た
内
容
を

書
い
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
っ
た
。
ま
た
清
張
は
画
家
に
対
し
て
、
描
い
て
ほ
し
い
場
面
の
内
容

だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
と
い
う
指
示
も
与
え
て
い
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
ら
下
絵
を

描
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
清
張
の
、
画
家
に
自
由
を
与
え
な
い
「
絵
組
み
」
に
つ
い
て
は
、
生
沢
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は
拒
み
続
け
た
。
と
り
わ
け
清
張
は
、
最
後
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
お
い
て
、
富
士
山
を
描
く
よ
う
に
生
沢

に
頼
ん
だ
。「
氷
壁
」の
画
家
に
富
士
山
を
描
い
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
生
沢
は
、

そ
の
指
示
を
最
後
ま
で
拒
み
続
け
た
の
で
あ
る
。 

 

「
黒
い
風
土
」
の
原
稿
に
記
さ
れ
た
「
絵
組
み
」
と
、
実
際
の
挿
絵
を
対
照
す
る
こ
と
で
露
わ
に
な
っ

た
の
は
、
新
聞
小
説
連
載
時
に
お
け
る
小
説
家
と
画
家
の
争
闘
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
新
聞
連

載
に
お
い
て
、
清
張
が
挿
絵
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
清
張
の
新
聞
小
説
に
お
い
て
挿
絵
は
付

属
品
で
は
な
い
。
描
写
に
過
剰
な
言
葉
を
費
や
そ
う
と
は
し
な
い
清
張
の
小
説
言
語
を
補
完
す
る
べ
く
、

挿
絵
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

（
２
） 

第
二
章 

改
稿
さ
れ
る
新
聞
小
説 

―
「
黒
い
風
土
」
か
ら
『
黄
色
い
風
土
』
へ 

  

松
本
清
張
は
「
黒
い
風
土
」
の
連
載
終
了
後
、
講
談
社
か
ら
単
行
本
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
、「
黒
い
風

土
」
で
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
を
大
胆
に
取
り
去
り
、『
黄
色
い
風
土
』
と

改
題
の
上
、
出
版
し
た
。
し
か
も
『
黄
色
い
風
土
』
に
付
け
加
え
ら
れ
た
新
し
い
プ
ロ
ッ
ト
は
皆
無
で
あ

る
。
新
聞
連
載
時
に
見
ら
れ
た
混
乱
や
矛
盾
を
取
り
去
り
、
論
理
的
整
合
性
を
兼
ね
備
え
た
推
理
小
説
に

仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
『
黄
色
い
風
土
』
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
名

を
連
ね
た
も
の
の
、
推
理
小
説
と
し
て
は
高
く
評
価
で
き
な
い
作
品
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
連
載
終
了
後

に
清
張
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
時
間
を
か
け
て
訂
正
し
た
い
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
と
し
て
人
気
が
急
上
昇
し
て
い
た
清
張
に
、
そ
う
し
た
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
『
黄

色
い
風
土
』
は
「
黒
い
風
土
」
を
縮
小
再
生
産
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
黄
色
い
風
土
』
で
削
除
さ
れ
た
部
分
を
見
て
行
く
と
、
逆
に
「
黒
い
風
土
」
の
中
で
清
張
が
何
を
試

み
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
『
黄
色
い
風
土
』
で
は
探
偵
役
の
若
宮
四

郎
の
推
理
に
、
偶
然
の
要
素
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
だ
が
、「
黒
い
風
土
」
で
は
推
理
が
必
然
と
な
る
プ
ロ

ッ
ト
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
犯
人
役
の
人
物
の
造
型
に
も
、
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
。
読
者
に
犯

人
を
推
理
さ
せ
る
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
約
束
事
を
、
新
聞
小
説
と
い
う
分
野
で
可
能
な
限
り
実

現
さ
せ
よ
う
と
、
清
張
は
格
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
「
黒
い
風
土
」
の
連
載
時
、「
事
件
記
者
」
と
い
う
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
そ
の

ド
ラ
マ
に
触
発
さ
れ
て
、「
黒
い
風
土
」
を
連
載
し
て
い
た
『
北
海
道
新
聞
』
な
ど
に
も
、「
事
件
記
者
」

を
特
集
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
新
聞
の
読
者
は
「
事
件
記
者
」
を
欲
望
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
清
張
は
「
黒
い
風
土
」
の
探
偵
役
・
若
宮
四
郎
を
、
全
国
紙
の
出
版
部
門
に
配
属
さ
れ
た
週
刊

誌
記
者
に
し
た
。
人
気
が
あ
っ
た
「
事
件
記
者
」
は
社
会
部
の
記
者
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
事

件
記
者
」
に
描
か
れ
る
記
者
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
当
時
社
会
部
の
記
者
を
は
じ
め
と
す
る
記
者
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
化
が
進
ん
で
い
た
。「
社
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
絡
め
取
ら
れ
て
、
〝
個
〟
と
し
て
取
材
を
敢
行
す
る

記
者
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
態
に
批
判
的
だ
っ
た
清
張
は
、
大
手
新
聞
社
の
周
縁
に
位
置

す
る
週
刊
誌
記
者
を
視
点
人
物
に
し
て
、
新
聞
社
の
中
心
に
位
置
す
る
社
会
部
の
記
者
を
相
対
化
し
よ
う

と
し
た
。
読
者
の
欲
望
に
応
え
つ
つ
、
読
者
の
欲
望
の
対
象
を
批
判
す
る
こ
と
を
清
張
は
試
み
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
週
刊
誌
の
編
集
部
や
記
者
の
生
活
の
細
部
を
描
い
た
部
分
は
、『
黄
色
い
風
土
』
で
は
削
除

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
清
張
は
、
新
聞
の
読
者
の
欲
望
を
敏
感
に
察
知
し
て
、「
事
件
記
者
」
の
情
報
な
ど
を

取
り
込
み
つ
つ
、「
黒
い
風
土
」
を
新
聞
小
説
と
し
て
書
き
継
い
で
い
っ
た
。『
黄
色
い
風
土
』
と
い
う
書

物
の
読
者
と
「
黒
い
風
土
」
と
い
う
新
聞
小
説
の
読
者
を
、
清
張
が
同
一
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 
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（
３
） 
第
三
章 

周
縁
か
ら
の
物
語 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む 

  

「
黒
い
風
土
」
で
探
偵
役
に
な
っ
た
の
は
、
大
手
新
聞
社
の
出
版
部
に
配
属
さ
れ
た
週
刊
誌
記
者
の
若

宮
四
郎
で
あ
る
。
若
宮
の
位
置
は
絶
妙
で
あ
る
。
若
宮
は
、
新
聞
社
の
中
心
に
位
置
す
る
社
会
部
の
記
者

に
対
し
て
、
羨
望
と
嫉
妬
の
入
り
交
じ
っ
た
感
情
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
若
宮
は
中
心
に
対
し
て

周
縁
に
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
若
宮
は
周
縁
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
が
り
な
り

に
も
全
国
紙
の
記
者
で
あ
る
点
で
、
地
方
紙
の
記
者
よ
り
も
優
位
で
あ
る
。
ま
た
東
京
に
勤
務
し
て
い
る

記
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
地
方
支
局
や
通
信
局
に
対
し
て
も
優
位
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
若
宮
は
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
中
で
自
ら
の
周
縁
性
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
若
宮
の
位
置
は
、
読

者
の
多
く
が
有
し
て
い
た
〝
中
流
〟
意
識
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

週
刊
誌
記
者
は
周
縁
性
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
一
定
の
自
由
を
保
持
し
て
い
る
。
中
心
の
社
会
部

の
記
者
で
あ
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
出
張
も
、
編
集
長
の
許
可
が
あ
れ
ば
可
能
と
な
る
。
そ
う
し
た
週
刊
誌

記
者
の
〝
個
〟
と
し
て
の
自
由
を
存
分
に
利
用
し
て
、
清
張
は
若
宮
四
郎
を
移
動
さ
せ
続
け
た
。 

 

当
時
新
聞
小
説
で
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
物
語
の
舞
台
が
あ
る
。
東
京
も
し
く
は
東
京
近

辺
を
舞
台
に
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
清
張
は
、

地
方
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
物
語
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

「
黒
い
風
土
」
が
連
載
さ
れ
た
の
は
、『
北
海
道
新
聞
』『
中
部
日
本
新
聞
』『
西
日
本
新
聞
』
だ
っ
た
。

清
張
は
、
そ
れ
ら
三
紙
の
読
者
を
満
足
さ
せ
る
べ
く
、
若
宮
を
北
海
道
と
名
古
屋
に
行
か
せ
た
。
当
初
の

予
定
で
は
九
州
も
舞
台
に
入
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
そ
の
計
画
が
頓
挫
し
た
こ
と
も
今
回
調
査
の
結
果
、

判
明
し
た
。
と
り
わ
け
北
海
道
は
「
北
海
道
ブ
ー
ム
」
が
起
っ
て
い
た
だ
け
に
、『
中
部
日
本
新
聞
』
で
も

『
西
日
本
新
聞
』
で
も
北
海
道
の
特
集
が
紙
面
を
賑
わ
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
清
張
は
、
北
海
道
を
舞

台
に
す
る
こ
と
に
積
極
的
だ
っ
た
の
だ
。 

 

「
黒
い
風
土
」
で
清
張
は
、
新
聞
の
読
者
を
意
識
し
て
舞
台
を
設
定
し
、
新
聞
読
者
が
読
み
た
い
と
欲

望
す
る
情
報
を
物
語
の
中
に
鏤
め
た
。
新
聞
小
説
が
新
聞
読
者
に
親
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
清
張
は

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
視
点
人
物
の
若
宮
に
、
し
ば
し

ば
新
聞
を
、
そ
れ
も
地
方
紙
を
読
ま
せ
る
と
い
う
営
為
で
あ
る
。
視
点
人
物
が
地
方
紙
を
読
む
行
為
は
、

今
ま
さ
に
新
聞
を
手
に
取
っ
て
い
る
読
者
の
行
為
と
重
な
り
合
う
。「
黒
い
風
土
」
で
清
張
は
、
視
点
人
物

と
読
者
を
読
む
と
い
う
身
体
的
行
為
に
お
い
て
同
調
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。
こ
の
方
法
は
、
以
後
の
清

張
の
新
聞
小
説
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
、
と
て
も
重
要
な
も
の
だ
っ
た
。「
黒
い
風
土
」
は
新
聞
を
読
む

新
聞
小
説
と
し
て
作
ら
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 

  

【
５
】 

第
三
部 

「
砂
の
器
」
を
読
む 

（
１
） 

第
一
章 

「
砂
の
器
」
の
た
く
ら
み 

―
新
聞
小
説
に
お
け
る
松
本
清
張
の
読
者
戦
略 

  

松
本
清
張
が
は
じ
め
て
全
国
紙
の
新
聞
小
説
欄
に
連
載
し
た
の
が
「
砂
の
器
」
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年

に
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
に
連
載
さ
れ
、
翌
年
光
文
社
か
ら
カ
ッ
パ
ノ
ベ
ル
ス
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

後
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。「
国
民
作
家
」
松
本
清
張
の
代
表
作
で
あ
り
、「
国
民
文
学
」
と
言
わ
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れ
る
こ
と
も
あ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
「
砂
の
器
」
を
新
聞
小
説
と
し
て
読
み
解
い
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。 

 

「
砂
の
器
」
は
「
国
電
蒲
田
駅
の
近
く
の
横
丁
だ
っ
た
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
。
ど
の
よ
う
な
出
来

事
が
起
こ
っ
た
の
か
は
な
か
な
か
明
か
さ
れ
ず
、
視
点
人
物
も
登
場
し
な
い
ま
ま
に
、
連
載
は
十
回
以
上

続
く
。
こ
う
し
た
サ
ス
ペ
ン
ス
の
語
り
を
採
用
し
て
、「
砂
の
器
」
は
ま
ず
読
者
の
興
味
を
引
き
と
め
る
。

さ
ら
に
視
点
人
物
で
あ
る
今
西
栄
太
郎
が
登
場
し
た
際
に
は
、
そ
の
生
活
の
細
部
が
描
か
れ
る
。
サ
ス
ペ

ン
ス
の
語
り
で
読
者
の
興
味
を
喚
起
し
、
庶
民
的
な
生
活
の
細
部
に
よ
っ
て
読
者
の
共
感
を
呼
び
込
む
。

ま
ず
「
砂
の
器
」
の
開
始
部
は
、
そ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
「
砂
の
器
」
で
採
用
さ
れ
た
の
が
、「
黒
い
風
土
」
と
同
様
、
視
点
人
物
に
新
聞
を
読
ま
せ
る
と

い
う
方
法
で
あ
る
。「
砂
の
器
」
は
「
黒
い
風
土
」
以
上
に
、
新
聞
を
読
む
新
聞
小
説
と
し
て
作
ら
れ
て
い

る
。
挿
絵
を
担
当
し
た
朝
倉
摂
も
、
し
ば
し
ば
新
聞
を
読
む
今
西
の
姿
を
描
き
、
新
聞
を
読
む
読
者
の
眼

差
し
と
今
西
の
眼
差
し
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
小
説
言
説
と
挿
絵
が
描
く
読
む
と
い
う
身
体
的
な
行
為
に
、

読
者
自
身
の
新
聞
を
読
む
行
為
が
同
調
す
る
仕
掛
け
が
、「
砂
の
器
」
に
は
周
到
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
今
西
栄
太
郎
が
読
む
も
の
の
中
で
特
に
目
立
つ
の
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
に
関

す
る
も
の
だ
。「
砂
の
器
」
で
は
前
衛
芸
術
家
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
「
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
が
、
前
衛
音
楽
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
音
楽
に
全
く
素
養
が
な
い
今
西
は
、
ミ

ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
に
関
す
る
記
述
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
悩
み
続
け
る
。
こ
う
し
た
今

西
の
姿
は
、「
砂
の
器
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
読
売
新
聞
』
の
多
く
の
読
者
に
も
通
底
す
る
も
の
だ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。『
読
売
新
聞
』
は
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
や
、
そ
の
担
い
手
で
ス
タ
ー
作
曲
家
だ
っ

た
黛
敏
郎
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し
続
け
た
。
そ
れ
ら
は
同
時
代
の
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
理
解

す
る
こ
と
が
難
し
い
記
述
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
衛
音
楽
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
点
で
も
、
今
西

と
新
聞
読
者
の
多
く
は
強
く
結
び
つ
く
。 

 

松
本
清
張
の
推
理
小
説
の
特
徴
と
し
て
、「
小
説
を
読
者
の
世
界
の
な
か
に
投
げ
こ
む
」
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
虚
構
世
界
が
現
実
世
界
に
滲
み
出
て
来
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
清
張
の
推
理
小
説
は

作
ら
れ
て
い
る
。「
砂
の
器
」
に
は
、
そ
う
し
た
清
張
の
特
徴
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
視
点
人
物
で
あ

る
今
西
は
、「
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
の
動
向
を
常
に
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
得
る
。「
ヌ
ー

ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
に
代
表
さ
れ
る
特
権
的
な
階
層
は
〈
表
象
の
世
界
〉
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今

西
は
〈
現
実
の
世
界
〉
に
位
置
す
る
。
そ
の
〈
表
象
の
世
界
〉
か
ら
は
隔
て
ら
れ
た
〈
現
実
の
世
界
〉
が

〈
読
者
の
世
界
〉
と
結
び
つ
く
と
き
、「
砂
の
器
」
の
世
界
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。 

 

「
砂
の
器
」
は
清
張
特
有
の
読
者
戦
略
に
満
ち
た
作
品
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た

と
も
い
え
る
。
し
か
し
「
砂
の
器
」
が
「
国
民
文
学
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七

四
年
に
野
村
芳
太
郎
が
監
督
し
た
映
画
「
砂
の
器
」
が
公
開
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
映
画
「
砂
の

器
」
以
降
は
、
作
ら
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
全
て
清
張
の
「
砂
の
器
」
で
は
な
く
、
映
画
「
砂
の
器
」
に

準
拠
し
た
物
語
で
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
清
張
の
「
砂
の
器
」
は
飛
ば
し
読
み
で
消
費
さ
れ
、
新

聞
小
説
と
し
て
の
仕
掛
け
は
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
忘
れ
ら
れ
た
「
砂
の
器
」

の
姿
の
一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。 

  

（
２
） 

第
二
章 

〈
眼
〉
か
ら
〈
耳
〉
へ 

―
「
砂
の
器
」
を
聴
く 

  

映
画
「
砂
の
器
」
が
壮
大
で
感
動
的
な
物
語
を
奏
で
た
後
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
全
て
映
画
の
物
語
に
準
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拠
し
て
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
小
説
が
提
示
す
る
物
語
に
は
整
合
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
、
享
受
者
を
感
動
さ
せ
る
要
素
が
乏
し
い
こ
と
な
ど
が
指
弾
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
風

潮
に
抗
し
て
、
小
説
「
砂
の
器
」
に
潜
在
す
る
可
能
性
を
探
っ
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。 

 

小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
以
前
に
、
松
本
清
張
は
朝
日
新
聞
西
部
本
社
広
告
部
意
匠
係
に
勤
務
し

な
が
ら
商
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
。
ま
た
清
張
に
は
、
画
家
を
題
材
に
し
た
作
品
も
数

多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
清
張
と
い
え
ば
、〈
眼
〉
の
ひ
と
と
い
っ
た
印
象
が
強
い
。
し
か
し
作
品
の
細

部
に
お
い
て
は
、
実
は
〈
音
〉
や
〈
声
〉
が
し
ば
し
ば
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

代
表
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
の
作
曲
家
・
和
賀
英
良
を
取
り
上
げ
た
「
砂
の
器
」
で
あ
る
。 

 

和
賀
は
「
群
集
が
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
に
国
電
に
殺
到
し
て
い
る
と
き
の
声
」
や
「
強
風
の
う
な
り
」
や

「
荒
城
の
轟
音
」
を
マ
イ
ク
で
採
集
し
た
後
に
、「
放
送
局
の
ス
タ
ジ
オ
の
調
整
室
」
の
よ
う
な
「
仕
事
場
」

で
「
分
解
し
た
り
複
合
し
た
り
し
て
」
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
の
曲
を
作
る
。
世
界
に
響
く
具

体
的
な
〈
音
〉
や
〈
声
〉
を
録
音
し
、
電
子
機
器
に
よ
っ
て
変
形
さ
せ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
作
ら
れ

る
の
が
、
和
賀
の
音
楽
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
作
曲
家
で
あ
り
世
界
に
耳
を
澄
ま
す
は
ず
の

和
賀
が
、〈
音
〉
に
〈
耳
〉
を
澄
ま
す
場
面
は
「
砂
の
器
」
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
自
ら
の
録
音
室
に
閉
じ

こ
も
る
和
賀
は
、
世
界
の
〈
音
〉
や
〈
声
〉
を
峻
拒
し
、
閉
じ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。 

 

実
は
「
砂
の
器
」
の
中
で
、
世
界
の
〈
音
〉
や
〈
声
〉
に
〈
耳
〉
を
開
く
の
は
、
刑
事
の
今
西
栄
太
郎

で
あ
る
。
前
衛
音
楽
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
音
楽
と
は
無
縁
な
存
在
で
あ
る
今
西
が
世
界
に
〈
耳
〉
を
開

き
、
今
西
の
〈
耳
〉
が
捉
え
た
〈
音
〉
や
〈
声
〉
が
「
砂
の
器
」
の
事
件
を
解
決
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。 

 

騒
音
＝
ノ
イ
ズ
を
排
除
し
、
楽
音
に
よ
っ
て
純
粋
な
音
の
連
な
り
を
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
音
楽

に
異
を
唱
え
て
、
二
十
世
紀
の
音
楽
は
ノ
イ
ズ
を
取
り
込
み
、
世
界
に
自
ら
を
開
こ
う
と
し
た
。
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
も
、
そ
う
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
か
ら
生
ま
れ
た
音
楽
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

世
界
に
溢
れ
る
ノ
イ
ズ
を
変
形
し
、
自
ら
の
楽
曲
に
合
わ
せ
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
音
そ
の
も
の
は

ノ
イ
ズ
的
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
作
曲
家
の
意
図
に
奉
仕
す
る
べ
く
変
容
さ
せ
ら
れ
た
ノ
イ
ズ

で
あ
る
。
ノ
イ
ズ
を
ノ
イ
ズ
そ
の
も
の
と
し
て
感
知
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
世
界
の
ざ
わ
め
き
に
〈
耳
〉

を
開
き
、
違
和
を
繊
細
に
感
知
し
て
し
ま
う
今
西
の
〈
耳
〉
は
、
結
果
的
に
閉
塞
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

っ
た
前
衛
的
な
現
代
音
楽
へ
の
批
評
た
り
得
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

清
張
の
小
説
を
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
産
物
と
し
て
読
む
必
要
は
な
い
。「
砂
の
器
」で
あ
れ
ば
、

新
聞
小
説
と
し
て
同
時
代
の
文
脈
を
参
照
し
な
が
ら
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、〈
音
〉
や
〈
声
〉

や
〈
耳
〉
に
着
目
し
て
、
前
衛
音
楽
批
判
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
清
張
作
品
の
可

能
性
を
探
り
、
露
呈
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。 

  

【
６
】 

結
語 

こ
れ
か
ら
の
松
本
清
張
研
究
、
こ
れ
か
ら
の
新
聞
小
説
研
究
の
た
め
に 

  

「
砂
の
器
」
以
降
、
社
会
派
推
理
小
説
を
牽
引
し
て
い
た
松
本
清
張
は
、「
本
格
的
社
会
小
説
」
の
書
き

手
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
一
九
六
一
年
十
一
月
か
ら
『
読
売
新
聞
』
の
朝
刊
で
連
載
が
始
ま
っ

た
「
落
差
」
に
は
、
そ
う
し
た
清
張
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
砂
の
器
」
で
成
功
を
収
め
た
清
張
に
、
次
に
用
意
さ
れ
た
の
は
朝
刊
の
舞
台
だ
っ
た
。
新
聞
小
説
に

お
け
る
最
高
の
舞
台
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
清
張
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
教
科
書
販
売
に
ま
つ
わ
る

問
題
、
教
育
問
題
だ
っ
た
。 
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「
本
格
的
社
会
小
説
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
清
張
が
教
育
問
題
を
題
材
に
し
た
の
は
、
一
九
五
九
年
に

連
載
が
終
わ
っ
た
石
川
達
三
の
「
人
間
の
壁
」
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。
教
育
問
題
を
扱
い
、
稀
に
見

る
成
功
を
収
め
た
「
人
間
の
壁
」
は
、
石
川
の
「
本
格
的
社
会
小
説
」
の
代
表
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
朝

日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
人
間
の
壁
」
に
対
抗
す
る
べ
く
、『
読
売
新
聞
』
は
清
張
に
教
育
を
テ
ー
マ
に

し
た
「
本
格
的
社
会
小
説
」
を
要
請
し
た
の
だ
ろ
う
。「
人
間
の
壁
」
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
落

差
」
は
成
功
を
掌
中
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
清
張
に
つ
い
て
は
、「
砂
の
器
」
以
後
の
作
品
を
評
価
し
な
い
声
が
少
な
か
ら
ず
聞
こ
え
て

来
る
。
実
際
、「
砂
の
器
」
以
降
に
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
生
ま
れ
ず
、
好
き
な
清
張
作
品

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
点
と
線
」
や
「
砂
の
器
」
で
あ
り
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
の
評
価
に
つ
い
て
の
難
し
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
度
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
認

知
さ
れ
た
作
家
が
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
生
み
出
せ
な
く
な
っ
た
ら
、
作
家
と
し
て
は
終
わ
っ
た
と
思
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
な
く
て
も
可
能
性
を
持
っ
た
優
れ
た
作

品
は
数
多
く
存
在
す
る
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
ら
な
か
っ
た
作
品
の
可
能
性
を
探

求
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

実
際
、
清
張
自
身
が
「
砂
の
器
」
以
降
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
に
腐
心
し
な
く
な
っ
た
節

が
あ
る
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
よ
り
も
、
書
き
た
い
こ
と
を
書
き
た
い
よ
う
に
書
く
と
い
う

姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
張
の
作
品
は
時
に
実
験
的
で
前
衛
的
な
相

貌
を
見
せ
始
め
る
。
そ
の
代
表
が
「
眩
人
」
で
あ
り
、「
火
の
回
路
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
追
求
し
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
た
戦
後
の
新
聞
小
説
に
つ
い
て
も
、
考
察
の
対
象
と
す
る
べ
き
作
品
は
数
多
く
存
在
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
戦
後
の
新
聞
小
説
を
研
究
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
戦
後
の
新
聞
小
説
を

研
究
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
立
ち
塞
が
る
か
ら
だ
。 

 

戦
後
の
新
聞
小
説
で
用
い
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
、
明
治
か
ら
戦
前
期
に
か
け
て
見
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
戦
後
の
新
聞
小
説
に
、
新
聞
小
説
と
し
て
の
新
し
さ
を
求
め
て
も
、
お

そ
ら
く
詮
無
い
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
新
聞
小
説
を
研
究
す
る
べ

き
だ
と
い
う
声
も
、
少
な
く
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

た
し
か
に
文
学
研
究
と
し
て
戦
後
の
新
聞
小
説
を
扱
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
文
学
と
し
て
の
新
し

さ
を
見
つ
け
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
文
学
研
究
と
し
て
は
理
論
的
に
も
歴
史
的
に
も
二
番
煎
じ
に
陥
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
戦
後
の
新
聞
小
説
を
研
究
す
る
意
義
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
文

学
研
究
と
し
て
よ
り
も
、
社
会
史
、
メ
デ
ィ
ア
史
、
世
相
史
に
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。 

 

長
大
な
新
聞
小
説
は
情
報
の
宝
庫
で
あ
る
。
社
会
や
世
相
に
満
ち
溢
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
内
包
し

て
い
る
。
新
聞
小
説
は
第
一
級
の
歴
史
資
料
な
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
資
料
を
繙
く
こ
と
で
、
忘
却
の
淵

に
追
い
や
ら
れ
た
小
さ
な
歴
史
事
実
を
探
求
す
る
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
る
。
新
聞
の
読
者
の
思
想
や
嗜
好

を
考
え
る
契
機
に
も
な
る
し
、
同
時
代
の
言
説
空
間
の
中
で
、
そ
の
新
聞
が
占
め
る
位
置
も
考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

戦
後
の
新
聞
小
説
の
資
料
は
、
急
速
に
散
逸
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
収
集
し
、
ま
た
整
理
し
て
い
く
こ

と
は
、
戦
後
を
忘
却
し
な
い
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
の
新
聞
小
説
は
、
今
後

も
重
要
な
歴
史
資
料
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
思
う
。 
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【
初
出
一
覧
】 

序
章 
『
松
本
清
張
と
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む
』（
北
九
州
市
立
松
本
清
張

記
念
館
、
二
〇
一
四
年
一
月
）
所
収
、
第
一
章
「
松
本
清
張
と
新
聞
小
説
の
一
九
五
〇
年
代
」
を
大

幅
に
改
稿
。 

 

第
一
部 

第
一
章
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
小
説
家 

―
〈
新
聞
小
説
家
〉
と
し
て
の
石
川
達
三
」（『
国
文
学
研
究
』、

二
〇
〇
七
年
六
月
）
を
改
稿
。 

第
二
章 

「〈
新
聞
小
説
家
〉
の
意
見 
―
石
川
達
三
の
「
自
由
」
談
義
」（『
湘
北
紀
要
』、
二
〇
〇
七
年
三

月
）
を
改
稿
。 

第
三
章 

「〈
新
聞
小
説
家
〉
の
意
見 

―
石
川
達
三
の
「
自
由
」
談
義
」（『
湘
北
紀
要
』、
二
〇
〇
七
年
三

月
）、
及
び
「
川
崎
長
太
郎
と
そ
の
読
者 

―
一
九
五
〇
年
代
の
ブ
ー
ム
を
め
ぐ
っ
て
」（『
湘
北
紀
要
』、

二
〇
〇
九
年
三
月
）
と
「
職
業
と
し
て
の
私
小
説
家 

―
川
崎
長
太
郎
と
メ
デ
ィ
ア
社
会
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』、
二
〇
一
一
年
六
月
）
を
大
幅
に
改
稿
。 

第
四
章 

「
新
聞
小
説
第
一
作 

―
松
本
清
張
「
野
盗
伝
奇
」
論
」（『
松
本
清
張
研
究
』、
二
〇
一
五
年

三
月
）
を
大
幅
に
改
稿
。 

 

第
二
部 

第
一
章 

『
松
本
清
張
と
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む
』（
北
九
州
市
立
松
本
清

張
記
念
館
、
二
〇
一
四
年
一
月
）
所
収
、
第
二
章
「
清
張
、
新
聞
小
説
を
書
く 

―
原
稿
用
紙
に

浮
か
び
上
が
る
「
黒
い
風
土
」
の
風
景
」
を
改
稿
。 

第
二
章 

『
松
本
清
張
と
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む
』（
北
九
州
市
立
松
本
清

張
記
念
館
、
二
〇
一
四
年
一
月
）
所
収
、
第
三
章
「「
黒
い
風
土
」
か
ら
『
黄
色
い
風
土
』
へ 

―

改
稿
さ
れ
る
新
聞
小
説
」
を
改
稿
。 

第
三
章 

『
松
本
清
張
と
新
聞
小
説 

―
新
聞
小
説
「
黒
い
風
土
」
を
読
む
』（
北
九
州
市
立
松
本
清

張
記
念
館
、
二
〇
一
四
年
一
月
）
所
収
、
第
四
章
「「
黒
い
風
土
」
と
周
縁
」
を
改
稿
。 

 

第
三
部 

第
一
章 

「『
砂
の
器
』
の
た
く
ら
み 

―
松
本
清
張
の
新
聞
小
説
」（『
自
然
・
人
間
・
社
会 

関
東
学
院

大
学
経
済
学
部
総
合
学
術
論
叢
』、
二
〇
一
二
年
一
月
）
を
大
幅
に
改
稿
。 

第
二
章 

「〈
眼
〉
か
ら
〈
耳
〉
へ 

―
松
本
清
張
『
砂
の
器
』
を
聴
く
」（『
二
松
學
舍
大
学
論
集
』、
二
〇

一
二
年
三
月
）
を
改
稿
。 

 

結
語 

書
き
下
ろ
し 


