
読
書
調
　
査
　
に
　
み
　
る
　
瀬
　
石
作
　
品

留

　

　

意

J
'
全
国
読
書
調
査
に
み
る
瀬
石
作
品

は
　
じ
　
め
　
に

文
壇
的
処
女
作
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
　
(
以
下
「
猫
」
と
略
す
)
か
ら
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
三
四
郎
」
　
「
こ
ゝ
ろ
」
　
「
明
暗
」
と
悠
々
十
年
間
の
作
家
活
動

で
あ
り
な
が
ら
多
-
の
著
名
な
作
品
を
残
し
た
夏
目
歎
石
の
名
前
を
1
度
も
耳

に
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
ろ
う
。

彼
の
作
品
に
は
'
僅
か
な
作
家
活
動
の
期
間
に
、
大
き
な
作
風
の
変
遷
の
跡

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
全
体
的
に
は
暗
い
'
陰
う
つ
な
作
品
が
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
彼
の
愛
読
者
は
'
死
後
五
十
年
を
過
ぎ
て
も
減
少
す
る

こ
と
な
く
へ
又
彼
の
作
品
は
全
集
と
な
り
文
庫
本
と
な
っ
て
'
広
く
流
布
し
て

い
る
と
い
う
現
象
を
呈
し
て
い
る
Q
.
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
淑
石
作
品
が
好
ま
れ

る
秘
密
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
淑
石
は
「
国
民
的
作
家
」
で
あ
り
,
又

「
日
本
人
好
み
の
す
る
作
家
」
で
あ
る
と
は
よ
-
言
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

は
た
し
て
瀬
石
の
ど
こ
に
私
達
は
魅
力
を
兄
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
O

以
下
、
昭
和
四
十
二
年
へ
毎
日
新
聞
社
が
清
十
六
歳
以
上
の
男
女
約
七
千
人

を
対
象
と
し
た
「
全
国
読
書
世
論
調
査
」
と
、
小
学
校
四
年
生
か
ら
高
校
三
年

生
ま
で
約
1
万
三
千
人
を
対
象
と
し
た
「
小
・
中
・
高
校
生
読
苔
調
査
」
と
か

ら
'
淑
石
の
占
め
る
位
冠
を
み
て
み
た
い
と
思
う
0

1
、
全
国
読
書
世
論
調
査
か
ら
み
た
淑
石
の
位
置

夏
日
淑
石
は
、
全
回
の
読
者
層
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

「
全
国
読
書
世
論
調
査
」
の
(
表
-
)
　
「
戦
後
二
十
7
年
間
ひ
と
び
と
に
印

象
を
与
え
つ
づ
け
た
本
」
　
(
「
資
料
編
」
参
照
)
で
、
赦
石
の
　
「
坊
っ
ち
令

ん
」
は
六
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
又
(
表
3
)
の
「
一
年
間
に
読
ん
で
よ

い
と
思
っ
た
本
」
と
し
て
は
、
「
こ
～
ろ
」
が
十
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
結

果
か
ら
み
れ
ば
、
淑
石
は
そ
れ
ほ
ど
絶
対
的
に
人
気
の
あ
る
作
家
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
こ
と
に
な
る
訳
だ
が
、
(
衰
7
)
及
び
(
図
1
)
で
示
さ
れ
た
事
実
は
,

彼
が
い
か
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
人
気
を
も
ち
、
各
年
齢
屑
に
支
持
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
下
へ
表
'
及
び
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
細
か
く
み
て
い
こ
う
。

嘉
-
)
の
「
戦
後
二
十
一
年
間
ひ
と
び
と
に
印
象
を
与
え
つ
づ
け
た
木
」
と
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(
表
3
)
　
「
1
年
間
に
読
ん
で
よ
い
と
思
っ
た
本
」
と
を
比
較
し
た
場
合
、
書

物
の
時
間
を
媒
介
と
し
た
影
響
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
、
夙
ハ
味
深
い
事
項

繭
E
S
C
j
l

つ
ま
り
「
1
年
間
-
-
」
の
上
位
十
作
品
の
う
ち
へ
　
「
戦
後
・
・
・
-
」
に
顔
を

出
し
て
い
る
作
品
は
「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」
と
「
大
地
」
二
作
品
の
み
で
あ
る

と
い
う
郊
実
で
あ
る
。
「
綾
川
家
康
」
　
「
華
岡
符
洲
の
妻
」
.
「
白
い
巨
塔
」
等

が
、
近
年
に
発
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
考
慮
に

入
れ
る
に
し
て
も
「
-
-
よ
い
と
思
っ
た
…
」
と
い
う
印
象
度
を
'
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
「
枝
川
家
康
」
以
下
の
作
品
は
、
近
年
の
も
の

で
、
い
わ
ば
時
の
修
練
を
経
て
い
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
'
テ

レ
ビ
・
映
画
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
も
、
作
品
の
み
に
よ
る
影
響
と
い
う
問

題
と
絡
み
合
わ
せ
た
場
合
へ
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
因
と
な
ろ
う
O

で
は
「
戦
後
-
-
」
で
7
位
と
五
位
を
占
め
て
い
る
富
川
英
治
の
作
品
が
、

「
1
年
間
　
」
で
1
つ
も
見
当
ら
な
い
事
実
を
ど
う
説
明
す
る
か
O

そ
れ
に
は
現
代
の
マ
ス
コ
ミ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代

で
は
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
作
品
は
読
者
が
つ
く
る
と
い
う
よ
り
は
'
出
版
業
界
で

つ
く
ら
れ
る
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
0
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
全
集
の
氾

濫
、
テ
レ
ビ
・
映
画
等
の
他
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
の
板
売
合
戦
は
'

1
見
私
達
に
古
物
選
択
の
わ
-
を
拡
げ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の

実
へ
書
物
選
択
の
余
地
を
な
く
さ
せ
か
ね
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
O
そ
の
こ
と

が
(
蓑
3
)
の
結
果
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
作
品
そ
の
も
の
の
価
値
で
人
々
の
心
を
う
っ
た
も
の
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
中
に
は
マ
ス
コ
ミ
の
人
気
に
お
さ
れ
て
主
体
性
の
な
い
回
答
と
な

っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
1
抹
の
危
幌
さ
え
お
こ
る
こ
と
も
あ

る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
'
滋
近
の
1
年
間
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
内
で
の
r
・
・
-
i

い
と
思
っ
た
本
」
に
も
、
そ
れ
自
体
の
価
値
は
あ
る
も
の
の
、
普
遍
的
な
も
の

に
な
る
に
は
'
ま
だ
ま
だ
多
-
の
要
因
が
い
る
こ
と
を
(
義
-
)
と
比
べ
合
わ

せ
た
場
合
'
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

(
表
7
)
は
「
好
き
な
著
者
」
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
で
、
各
著
者
に
お
け

る
男
女
の
支
持
者
数
と
共
に
、
そ
の
著
譜
の
う
ち
で
最
も
人
気
の
あ
っ
た
作
品

を
、
あ
わ
せ
記
し
て
い
る
o
そ
れ
に
よ
る
と
夏
日
淑
石
が
最
も
人
気
が
高
-
、

以
下
吉
川
英
治
、
石
坂
洋
次
郎
、
武
者
小
路
実
篤
、
井
上
靖
と
続
い
て
い
る
。

以
上
の
五
人
を
年
齢
別
支
持
間
で
グ
ラ
フ
で
示
し
た
も
の
が
　
(
図
1
)
　
で
あ

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
知
れ
る
こ
と
は
、
ト
ッ
プ
の
淑
石
は
男
女
の
別
、
年
齢
の

別
を
問
わ
ず
人
気
の
あ
る
作
家
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
表
7
)
　
に
お
い
て
、

激
石
は
百
三
十
四
人
の
支
持
者
の
う
ち
、
男
六
十
九
人
、
女
六
十
五
人
と
、
ほ

ぼ
同
数
の
支
持
者
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
家
の
価
値
を
男
女
支
持
者
数

の
平
均
化
に
求
め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
少
く
と
も
性
別
に
よ
る
偏
り
が
み

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
作
家
と
し
て
、
作
品
と
し
て
幅
の
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
川
英
治
へ
石
坂
洋
次
郎

に
つ
い
て
み
て
み
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
お
い
て
は
男
に
人
気
が
あ

り
、
後
者
に
お
い
て
は
反
対
に
女
に
人
気
が
高
い
。
極
論
す
れ
ば
'
一
方
に
人

気
が
あ
っ
て
も
、
他
の
一
方
に
は
人
気
を
得
る
魅
力
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
彼
ら
の
作
品
に
お
い
て
人
気
の
あ
る
も
の
と
言
え
ば
'
吉
川
英
治
で

は
「
宮
本
武
蔵
」
　
「
新
・
平
家
物
語
」
等
の
作
品
で
あ
ろ
う
L
t
石
坂
洋
次
郎

で
は
「
陽
の
あ
た
る
坂
道
」
　
「
若
い
人
」
で
あ
ろ
う
。
「
宮
本
武
蔵
」
で
は
、

「
武
蔵
が
我
欲
を
去
っ
て
剣
祁
1
敦
の
境
地
を
得
る
と
い
う
自
力
本
願
の
生
き

方
が
日
本
人
好
み
の
求
道
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
広
く
ひ
と
び
と
に
親
し
ま
れ
て
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き
た
の
で
あ
ろ
う
」
　
(
毎
日
新
聞
)
作
品
と
し
て
、
又
「
新
・
平
家
物
語
」
で

は
'
「
動
乱
の
源
平
戦
の
あ
と
に
静
か
な
人
間
の
し
あ
わ
せ
な
生
活
が
あ
る
と

い
う
作
者
自
身
の
思
想
が
襲
打
ち
さ
れ
た
作
品
」
　
(
同
)
と
し
て
、
日
本
人
'

と
く
に
男
性
の
共
感
を
よ
ぶ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

1
方
へ
　
「
若
い
人
」
以
下
一
迫
の
t
.
P
春
作
品
を
多
く
雷
い
て
い
る
石
坂
洋
次

郎
は
、
明
る
い
人
生
観
と
旺
盛
な
行
動
力
に
清
ち
た
人
物
を
作
品
に
発
場
さ
せ

る
こ
と
で
、
女
性
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
猷
石
の
場
合
へ
平
均
化
さ
れ
た
支
持
者
を
有
し
て
い
る
と
は
い

っ
て
も
、
彼
の
作
品
の
中
で
鼓
も
人
気
が
あ
る
の
が
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ

る
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
手
放
し
で
苗
べ
な
い
も
の
が
あ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
の
読
み
と
り
が
ヘ
ビ
の
程
虻
の
も
の
か
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
単
純
明
快
な
倫
理
感
へ
向
こ
う
み
ず
と
も
思
え
る
行
動
力
は
、
男
性
に
も

女
性
に
も
一
群
の
憧
れ
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
現
代
生
活
の
欲
求
不
精
解
消
の
小
説
と
し
て
読
ま
れ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な

い
の
で
あ
る
。
上
位
の
「
宮
本
武
蔵
」
　
「
陽
の
あ
た
る
坂
道
」
　
「
点
と
扱
」
等

が
割
合
問
題
意
識
の
薄
い
作
品
で
あ
る
だ
け
に
'
余
計
1
屑
そ
の
感
じ
が
す
る

の
で
あ
る
。

(
図
1
)
は
「
好
き
な
著
者
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
上
位
五
人
を
年
齢
別
支

持
朋
に
よ
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
知
れ
る
こ
と
は
、
十
～
二
十
代
で

は
淑
石
は
石
坂
洋
次
郎
と
並
ん
で
汁
例
的
な
支
持
者
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
O
し
か
し
石
坂
が
二
十
代
を
ピ
ー
ク
に
急
轍
に
下
降
線
を
た
ど
る
の
に
対

し
'
淑
石
は
そ
れ
以
後
の
年
齢
桐
に
お
い
て
も
常
に
上
位
を
占
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
o
次
に
吉
川
英
治
と
の
比
較
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
彼
は
む
し

ろ
三
十
代
へ
四
十
代
の
層
に
人
気
の
あ
る
作
家
で
あ
る
.
そ
の
点
で
は
瀬
石
も

及
ば
な
い
O
石
坂
が
人
生
の
前
半
期
に
多
く
読
ま
れ
る
作
家
で
あ
る
の
に
.
対

し
、
吉
川
は
人
生
の
後
半
期
に
か
け
て
人
気
を
博
す
る
作
家
で
あ
る
と
言
え

る
o
こ
の
h
j
と
は
(
表
7
)
で
作
家
の
男
女
別
支
持
者
数
で
み
た
こ
と
と
無
関

係
で
は
あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
吉
川
の
大
衆
小
説
(
仮
に
名
づ
け
る
と
し
た
ら
)
は
、
人
生
の
諸
相

を
-
ぐ
り
ぬ
け
た
中
年
胴
の
人
生
観
が
う
た
わ
れ
た
作
品
が
多
い
の
に
対
し
、

石
坂
の
青
春
小
説
は
、
こ
れ
か
ら
人
生
に
畏
立
と
う
と
す
る
若
年
層
の
生
き
方

に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
が
多
く
、
当
然
彼
ら
に
人
気
が
集
ま
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。で

は
軟
石
は
ど
う
い
う
作
風
を
も
っ
た
作
家
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
一
概
に
規

定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ほ
ど
作
風
の
変
遷
の
敢

し
か
っ
た
作
家
は
珍
し
く
、
初
期
の
「
猫
」
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
二
百
十
日
」

等
臥
,
社
会
に
対
す
る
鋭
い
抗
議
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
り
'

「
伶
致
塔
」
　
「
草
枕
」
で
は
放
免
的
色
彩
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
O

中
期
で
は
「
三
四
郎
」
以
下
卯
1
の
三
部
作
で
代
表
さ
れ
る
知
的
要
素
の
漂
い

作
品
が
、
後
期
で
は
「
行
人
」
　
「
こ
1
ろ
」
　
「
道
草
」
　
「
明
暗
」
と
人
間
の
エ

ゴ
イ
ズ
<
.
を
解
析
し
た
作
品
と
'
そ
の
作
風
は
多
様
に
わ
た
る
の
で
あ
る
。

あ
る
者
は
彼
の
初
期
の
作
品
を
好
む
で
あ
ろ
う
し
、
又
あ
る
者
は
後
期
の
作

品
に
自
分
の
生
き
が
い
を
兄
い
出
す
か
も
し
れ
な
い
o
つ
ま
り
各
年
齢
層
に
支

持
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
あ
る
作
品
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
'
単
に
彼
の
愛
読
者

が
多
い
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
-
、
幅
広
い
読
者
即
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
他
の
作
家
と
は
異
な
っ
た
特
長
が
あ
る
の
で
あ
る
。

2
　
小
・
中
・
高
校
生
読
書
調
査
か
ら
み
た
淑
石
の
位
置

駁
石
作
品
は
、
小
・
中
・
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
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小
学
生
に
お
い
て
は
流
石
作
品
は
皆
無
で
あ
る
。
<
「
資
料
編
」
参
照
(
表

-
)
∨
こ
れ
は
何
も
瀬
石
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
「
エ
ジ
ソ
ン
」
　
「
野
口

英
世
」
と
い
っ
た
位
人
伝
、
「
小
公
女
」
　
「
小
公
子
」
と
い
っ
た
少
女
小
説
が

多
く
Ⅶ
払
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
.
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
に
は
必
ず
し
も

作
者
と
作
品
と
が
密
は
な
近
間
を
も
つ
必
要
の
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
へ

彼
ら
の
読
譜
選
択
が
作
品
中
心
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
0
彼
ら
の
読
む

傾
向
が
作
中
人
物
-
と
く
に
主
人
公
-
に
容
易
に
同
化
で
き
へ
教
訓
的
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

中
学
生
で
は
伯
人
伝
は
姿
を
消
し
へ
代
わ
っ
て
「
十
五
少
年
　
流
記
」
　
「
ル

パ
ン
も
の
」
　
「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
物
語
」
'
等
の
冒
険
物
、
探
偵
物
に

男
子
は
間
ハ
味
を
示
す
。
1
方
、
女
子
で
は
「
若
草
物
語
」
　
「
小
公
女
」
と
い
っ

た
少
女
小
説
が
ひ
き
続
き
多
く
読
ま
れ
る
が
'
「
あ
～
無
情
」
　
「
赤
毛
の
ア

ン
」
等
も
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
O
政
石
作
品
は
こ
の
頃
か
ら
登
場
し
、
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
が
一
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
男
女
と
も
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

知
れ
る
。

高
校
生
で
は
、
い
わ
ゆ
る
名
作
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
中
学
生

で
人
気
の
あ
っ
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
'
高
校
生
で
も
人
気
の
あ
る
作
品
で
あ

る
が
'
男
子
に
偏
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
兄
い
出
せ
よ
う
。
淑
石
作
品
で

は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
他
に
「
猫
」
　
「
三
四
郎
」
　
「
こ
1
ろ
」
が
読
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

高
校
生
で
は
人
間
の
生
き
方
に
日
を
向
け
た
作
品
が
多
-
読
ま
れ
て
い
る
。

友
情
'
恋
愛
の
問
題
を
扱
っ
た
作
品
が
多
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
'
彼
ら

の
関
心
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

「
三
四
郎
」
は
'
二
年
二
二
年
で
人
気
の
あ
る
作
品
で
'
三
四
郎
と
芙
爾
子

を
中
心
に
し
た
浪
更
的
好
情
が
、
友
情
と
も
恋
愛
と
も
つ
か
な
い
1
種
不
可
解

な
心
理
の
も
と
に
描
か
れ
て
お
り
'
同
様
な
テ
ー
マ
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る

「
友
情
」
　
「
狭
き
門
」
と
並
ん
で
'
高
校
生
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

jsi
又
「
こ
1
ろ
」
は
女
子
に
人
気
の
あ
る
作
品
で
あ
る
0
　
こ
の
作
品
に
お
い
て

は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
み
ら
れ
た
ユ
ー
モ
ア
的
要
素
は
消
じ
'
「
三
四
郎
」
の

も
つ
行
惰
性
も
姿
を
消
し
'
心
音
)
方
そ
の
も
の
を
直
視
し
た
7
人
の
人
間
の
姿

が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
小
・
中
学
生
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
作

品
を
通
じ
て
人
生
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
の
あ
ら
わ
れ
が
み
ら

れ
'
読
轟
佃
心
圧
の
変
遷
の
跡
が
し
の
ば
れ
る
。

興
味
深
い
こ
と
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
　
(
「
猫
」
の
方
が
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
よ
り
制
作
年
代
は
早
い
山
だ
が
)
　
「
三
四
郎
」
　
「
こ
～
ろ
」
と
辿
っ
た
彼

ら
の
読
賀
地
歴
が
、
淑
石
の
作
家
活
動
の
遍
歴
と
1
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
作
家
活
動
に
お
い
て
〓
H
t
た
テ
ー
マ
と
取
り
組
ん
だ
彼
の
作
品
が
、
意
識

的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
彼
ら
の
読
質
感
歴
に
符
合
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
淑
石
作
品
の
独
自
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
0

〓
'
高
校
生
を
対
象
と
し
た
読
雷
調
査
に
み
る

激
石
作
品

は
　
じ
　
め
　
に
・

全
国
の
読
古
調
査
に
み
る
流
石
作
品
の
位
呂
は
前
記
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で

得
ら
れ
る
も
の
は
'
淑
石
作
品
の
概
略
で
あ
り
'
作
品
に
対
す
る
ほ
ん
の
1
片
の

感
想
す
ら
掴
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
学
習
者
の
生
の
声
を
聞
き
た

い
と
思
い
、
又
「
小
・
中
・
高
校
生
読
む
調
査
」
が
時
代
の
幅
を
も
っ
て
い
た

の
に
対
し
'
現
在
の
高
校
生
の
小
説
作
品
に
対
す
る
接
触
皮
を
調
べ
た
い
と
思
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い
、
こ
の
調
査
を
実
施
し
た
。

本
調
査
は
昭
和
四
十
三
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
1
週
間
、
広
島
市
内
の
四
つ

の
高
等
学
校
(
公
立
高
校
A
校
・
公
立
高
校
B
校
・
私
立
高
校
(
女
子
の
み
)

C
校
・
私
立
高
校
(
男
子
の
み
)
D
校
)
の
三
十
年
か
ら
三
学
年
ま
で
各
一
ク

ラ
ス
ず
つ
、
約
五
百
名
を
対
象
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お
び
た
だ
し
い
書
物
の
発
行
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
二
口
同
校
生
は
ど
の
よ
う

な
書
物
選
択
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
o
又
茨
石
の
作
品
は
そ
れ
ら
の
中
で
'

ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
.
こ
れ
ら
の
こ
と
を
探
る

た
め
へ
別
紙
(
「
資
料
編
」
参
照
)
　
に
掲
げ
た
項
目
を
設
け
て
実
施
し
て
み

m

l
　
高
校
生
の
小
説
に
対
す
る
接
触
皮

ま
ず
'
は
じ
め
に
'
一
体
高
校
生
は
、
ど
の
よ
う
な
作
家
を
好
み
'
ど
の
よ

う
な
小
説
作
品
に
関
心
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
つ
か
み
た

い
と
思
っ
て
次
の
よ
う
な
設
問
で
調
査
を
試
み
て
み
た
。

(
1
)
あ
な
た
の
好
き
な
作
家
を
一
名
あ
げ
て
-
だ
さ
い
。

(
2
)
あ
な
た
の
好
き
な
小
説
を
1
編
あ
げ
て
-
だ
さ
い
.

そ
し
て
次
は
軟
石
作
品
の
項
で
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
小
説
に
対
す
る

接
触
度
」
と
関
連
が
深
い
も
の
と
な
る
の
で
、
こ
こ
に
あ
げ
て
み
た
。

(
ら
)
猷
石
の
作
品
以
外
で
好
き
な
作
品
一
編
を
あ
げ
へ
そ
の
班
山
を
む
い

て
-
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
問
を
発
し
て
書
か
せ
た
の
が
「
資
料
A
L
　
「
資
料
B
」
で
あ
る
。

(
f
」
料
U
-
t
 
'
L
S
)

「
汽
料
A
」
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
男
女
を
問
わ
ず
'
好
き
な
作
家
と
し
て

は
石
坂
洋
次
郎
へ
夏
目
淑
石
、
川
端
焼
成
'
武
者
小
路
実
篤
と
い
っ
た
作
家
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
o
こ
れ
を
「
資
料
B
」
と
対
応
さ
せ
た
場
合
、
石
坂
で
は

「
陽
の
あ
た
る
坂
道
」
へ
夏
目
で
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
'
川
端
で
は
「
伊
豆
の
獅

子
」
へ
武
者
小
路
で
は
「
友
情
」
が
多
く
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
0

つ
ま
り
'
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
除
く
他
の
三
作
品
は
、
友
情
と
か
恋
愛
と
い

っ
た
心
の
ふ
れ
合
い
を
描
い
た
小
説
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
人
気
が
集
ま
っ
て
い

る
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
'
彼
ら
の
精
神
発
達
が
自
ず
か
ら
書
物
選
択

に
即
は
哲
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
な
ぜ
そ
の
作
品
が
好
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
学
習
者
の

回
答
を
あ
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

-
好
き
な
作
品
と
そ
.
の
お
も
な
理
由
-

○
伊
豆
の
節
子
　
(
川
端
康
成
)

・
主
人
公
が
身
分
の
違
う
踊
子
と
一
緒
に
旅
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
性
格
を

感
じ
る
。
又
「
い
い
人
ね
」
　
「
い
い
人
は
い
い
ね
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
へ
も

の
を
純
粋
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
感
動
し
た
。
　
　
(
高
二
女
子
)

・
踊
子
と
私
と
の
括
純
な
変
が
描
か
れ
て
い
て
、
今
の
私
達
に
ち
ょ
っ
と
関

係
が
あ
り
へ
好
き
な
作
品
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
一
女
子
)

○
陽
の
あ
た
る
坂
道
(
石
坂
洋
次
郎
)

・
私
達
と
同
じ
よ
う
な
年
齢
の
人
を
対
象
に
し
て
苔
か
れ
て
あ
る
の
で
、
素

直
に
作
品
の
中
に
は
い
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
若
々
し
く
現
代
的
な
変
が
措
か
れ
て
い
て
、
読
ん
で
い
て
楽
し
い
。

(
高
二
女
子
)

○
友
情
(
武
者
小
路
実
篤
)

・
愛
を
失
う
友
と
、
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
主
人
公
の
心
の
あ
り
さ
ま
が
美
し

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
三
男
子
)
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・
失
恋
に
よ
っ
て
人
間
的
成
長
を
と
げ
た
百
年
橡
を
純
粋
な
タ
ッ
チ
で
描
い

て
い
て
、
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
内
容
が
私
達
の
身
近
に
お
こ
る
問
越
を
と
り
上
げ
て
い
て
'
裏
の
友
情
の

あ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

○
風
と
共
に
去
り
ぬ
　
(
M
・
-
ソ
チ
ェ
ル
)

・
大
き
な
歴
史
の
背
景
を
も
ち
'
女
性
ら
し
い
組
や
か
な
描
写
、
主
人
公
の

大
胆
さ
な
ど
-
-
す
ば
ら
し
い
の
一
言
に
つ
き
る
.
　
　
　
(
高
三
女
子
)

・
主
人
公
の
生
き
方
に
共
鳴
で
き
る
か
ら
。
又
自
分
の
生
き
方
に
対
す
る
プ

ラ
ス
に
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
。
　
　
　
(
高
一
女
子
)

○
坊
っ
ち
ゃ
ん
　
(
夏
目
淑
石
)

・
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
無
鉄
砲
な
と
こ
ろ
に
、
何
と
な
-
憎
め
な
い
も
の
を
感
じ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
7
男
子
)

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
'
彼
ら
が
好
む
作
品
と
は
'
彼
ら
の
年

代
に
ふ
さ
わ
し
い
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
'
作
中
人
物
(
と
く
に
主
人

公
)
　
の
生
き
方
に
共
感
で
き
る
要
素
を
も
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
た
女
子
に
外
国
作
品
を
好
む
似
向
が
み
ら
れ
る
の
は
、
壮
大
な
歴
史
舞

台
を
背
景
に
し
た
ロ
マ
ン
が
'
日
本
文
学
の
大
旨
日
常
生
活
の
班
末
な
で
き
事

が
素
材
と
な
る
も
の
に
比
べ
、
よ
り
1
屑
肌
ハ
味
を
ひ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
.

2
　
夏
目
淑
石
の
作
品
に
関
す
る
読
書
調
査

本
法
の
畝
石
作
品
の
読
ま
れ
方
の
実
態
を
探
っ
て
い
-
わ
け
で
あ
る
が
'
次

の
よ
う
な
問
を
提
出
し
て
、
歎
石
作
品
の
浸
透
度
を
調
べ
て
み
た
o

(
-
)
夏
目
淑
石
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
o

こ
れ
に
対
し
て
は
約
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
習
者
が
、
「
読
ん
だ
こ
と
が

あ
る
」
と
い
う
回
答
を
不
し
た
。
教
材
と
し
て
彼
の
作
品
は
、
か
な
り
多
く
採

ら
れ
て
い
て
学
習
者
に
と
っ
て
親
近
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
単
に
そ
れ
だ
け
の

班
由
で
こ
の
数
字
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
彼
が
「
国
民
的
作
家
」
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
、
こ
の
あ
た
り
に
存
在
す
渇
よ
う
に
思
え
る
O
彼
の
作

品
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
'
「
外
国
作

品
に
心
が
ひ
か
れ
て
'
日
本
の
作
品
は
読
ま
な
い
」
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
こ

と
を
記
し
て
お
こ
う
。

3
、
淑
石
作
品
の
読
ま
れ
方
の
実
態

∩
I
U
板
石
作
品
の
読
ま
れ
る
時
期

激
石
作
品
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
1
項
目
と
し
て
「
猫
」
か
ら
死
を
も
っ

て
絶
筆
と
な
っ
た
「
明
暗
」
ま
で
署
名
と
思
わ
れ
る
作
品
十
九
編
を
挙
げ
、
今

ま
で
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
作
品
に
○
を
つ
け
へ
併
せ
て
そ
れ
を
読
ん
だ
学
年

を
記
入
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
「
資
料
c
L
　
「
資
料
D
」
　
(
「
資
料
編
」

参
照
)
　
は
そ
の
結
架
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

∩
2
∪
全
休
の
傾
向

こ
れ
ら
の
表
か
ら
'
猷
石
作
品
の
中
で
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
　
「
こ
ゝ

ろ
」
　
「
三
四
郎
」
と
い
っ
た
作
品
が
多
-
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

中
で
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
'
小
学
校
の
高
学
年
頃
か
ら
読
み
始
め
ら
れ
'

高
校
生
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
る
と
い
っ
た
広
い
読
者
層
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
.
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
作
品
的
魅
力
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
,

文
学
作
品
に
お
て
、
低
年
齢
層
か
ら
'
か
な
り
の
高
年
齢
刑
ま
で
に
愛
読
さ
れ

る
作
品
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
文
学
作
家
と
し
て
は
稀
有
の
こ
と
と
思
わ

れ
、
彼
の
人
気
の
桁
が
う
か
が
わ
れ
る
1
前
実
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
作
品
が
、
読
者
に
と
っ
て
、
以
後
の
軟
石
作
品
に
接
す
る
導
入
の

57



役
割
を
つ
と
め
た
も
の
と
考
え
る
時
へ
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
も
つ
意
義
は
、
読

者
に
と
っ
て
淑
石
作
品
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

①
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
つ
い
て

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
'
前
記
し
た
よ
う
に
低
年
齢
朋
か
ら
、
高
年
齢
屑
に

か
け
て
幅
広
い
人
気
を
も
つ
作
品
で
あ
り
'
男
女
を
問
わ
ず
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
'
坊
っ
ぢ
ゃ
ん
の
型
破
り
の
性
格
に
憧
れ
を
感
じ
、
又
1
編
の
ユ

ー
モ
ア
小
説
と
し
て
'
こ
れ
曇
享
受
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
読
ま
れ
方
は
年
齢
と
共
に
変
述
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
、
~
「
献
石
作
品
の
印
象
度
」
で
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
の
あ
だ
名
の
つ
け
方
」
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
自
由
奔
放
で
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に

あ
ふ
れ
た
生
き
方
」
~
に
作
品
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
と
っ
た
も
の
か

ら
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
と
彼
を
と
り
ま
-
社
会
と
を
考
え
合
わ
せ
て
、
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
生
き
方
を
考
え
て
み
る
」
も
の
ま
で
'
さ
ま
ざ
ま
な
読
ま
れ
方
が

み
ら
れ
る
。

年
齢
と
共
に
、
読
ま
れ
方
の
変
化
を
き
た
す
作
品
と
い
う
U
の
は
,
作
品
自

体
が
読
者
の
中
で
発
展
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
単
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
幅

広
い
人
気
の
あ
る
作
品
だ
け
で
は
な
い
要
素
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

⑧
　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
に
つ
い
て

「
猫
」
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
次
い
で
人
気
の
あ
る
作
品
で
あ
る
o
そ
し
て

こ
の
作
品
も
小
学
校
の
高
学
年
頃
か
ら
読
ま
れ
始
め
て
い
る
こ
と
も
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
と
共
通
し
た
現
象
で
あ
る
。

さ
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
う
題
名
は
'
慣
れ
る
と

そ
う
奇
抜
な
感
じ
は
受
け
な
い
が
、
読
者
が
は
じ
め
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
接

す
る
時
、
題
名
は
、
か
な
り
読
書
選
択
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
.

毎
日
新
聞
の
読
む
調
査
に
よ
れ
ば
'
「
本
を
読
む
動
機
」
と
し
て
は
、
「
古

名
が
お
も
し
ろ
い
か
ら
」
が
小
・
中
・
高
校
生
と
も
に
ト
ッ
プ
を
占
め
、
以
下

高
校
生
で
は
「
好
き
な
著
者
だ
か
ら
」
　
「
苦
か
ら
有
名
な
本
だ
か
ら
」
　
「
友
だ

ち
に
す
す
め
ら
れ
て
」
　
「
家
の
人
に
す
す
め
ら
れ
て
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
O

「
資
料
E
」
に
示
し
た
も
の
は
、
こ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
、
淑
石
作
品
を
読
ん

だ
動
機
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
o

∩
3
∪
淑
石
の
作
品
を
読
ん
だ
動
機
は
何
で
す
か
。
下
に
あ
げ
た
も
の
の
中
か

ら
'
該
当
す
る
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

1
、
友
人
に
す
す
め
ら
れ
て

2
、
先
生
か
ら
す
す
め
ら
れ
て

3
、
書
名
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
か
ら

4
'
た
ま
た
ま
図
古
館
や
自
分
の
家
に
あ
っ
た
か
ら
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孝・汁Ufに
あったの　4　　6
で

5　　3

0　　2

の　有名なの

[他恒識とし
家の人に
すすめら　0　1
れて

こ
の
表
か
ら
「
讃
名
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
か
ら
」
が
「
た
ま
た
ま
図
譜
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館
や
自
分
の
家
に
あ
っ
た
か
ら
」
に
次
い
で
'
歓
石
作
品
を
選
ん
だ
助
杭
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
が
書
名
の
張
力
の
た
め
選
ば
れ
て
い
る
1
両
も
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
は
'
学
相
=
者
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
弱
が
討

名
に
ひ
か
れ
て
軟
石
作
晶
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
に
接
す
る
時
へ
　
私
達

は
'
作
品
の
本
質
的
何
倍
と
は
異
な
っ
た
外
在
的
要
素
が
、
読
書
選
択
に
作
用

す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
'
1
歩
作
品
の
中
に
は
い
り
こ
ん
だ
場
合
'
「
猫
」
の
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
と
は
異
な
る
独
自
性
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
0

学
習
者
は
「
猫
」
の
魅
力
を
、
「
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
文
章
表
現
」
　
「
猫
を
人
間

と
見
立
て
て
批
評
さ
せ
て
い
る
こ
と
」
等
に
兄
い
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
猫

を
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
置
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
見

ら
れ
た
作
品
批
評
の
一
片
す
ら
も
「
括
」
に
は
兄
い
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
'
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
猫
」
と
が
学
習
者
に
与
え
る
本
質
的
な
問
題
が
異
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

③
　
「
三
四
郎
」
に
つ
い
て

「
三
四
郎
」
は
、
中
学
生
か
ら
、
高
校
の
低
学
年
に
か
け
て
多
-
読
ま
れ
る

作
品
で
あ
る
。

三
四
郎
と
美
禰
子
と
の
複
雑
な
恋
愛
心
理
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
作
品
内

容
に
お
い
て
「
友
情
」
　
「
伊
豆
の
踊
子
」
と
似
通
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
「
資
料
B
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
好
き
な
作
品
」
　
の
中
に

「
三
四
郎
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
'
「
友
情
」
　
「
伊
豆
の
獅
子
」
に
は
'

彼
ら
に
真
の
友
情
の
あ
り
方
、
純
粋
な
変
の
姿
を
伝
え
る
何
か
が
あ
っ
た
。

「
三
四
郎
」
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
'
彼
ら
の
年
齢
に
近
い
人
物
が
早
場
し
、

友
情
、
恋
愛
の
問
題
が
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
中
人
物
の
織
り

な
す
心
理
模
様
は
'
前
記
二
作
品
と
は
異
な
っ
て
'
彼
ら
に
直
線
的
に
作
品
世

界
へ
は
い
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
「
三
四
郎
」
独
自

の
魅
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
へ
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
と
は

異
な
っ
た
激
石
の
作
品
世
界
を
知
ろ
う
と
し
て
、
「
こ
1
ろ
」
と
共
に
'
中
学

生
か
ら
高
校
生
に
か
け
て
多
-
読
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
「
こ
～
ろ
」
に
つ
い
て

「
こ
1
ろ
」
は
'
淑
石
作
品
の
中
で
は
'
高
校
生
に
も
っ
と
も
多
-
読
ま
れ
る
作

品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
作
品
も
「
三
四
郎
」
と
同
じ
く
、
友
情
T
U
恋
愛
に
つ

い
て
招
か
れ
て
は
い
る
が
'
内
容
の
深
ま
り
'
作
品
相
成
の
緊
密
さ
に
お
い
て
'

前
者
の
比
で
は
な
い
.
感
想
文
に
お
い
て
'
「
先
生
の
心
の
苦
悩
が
胸
を
う
つ
」

と
か
「
人
間
の
心
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
」
と
い
っ
た
も
の
に
多
-

接
す
る
が
'
こ
れ
ら
は
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
淑
石
作
品
、
及
び
「
友
情
」
「
伊
豆

の
脈
子
」
と
も
災
な
っ
た
感
想
の
述
べ
方
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
で
あ
ろ
う
O

つ
ま
り
、
素
直
に
作
品
の
中
に
は
い
れ
る
'
共
感
で
き
る
と
い
っ
た
'
あ
る

意
味
で
作
品
を
客
観
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
比
べ
へ
　
「
こ
1
ろ
」
は
、

そ
ん
な
余
裕
を
与
え
な
い
作
品
で
あ
る
と
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

し
か
し
反
面
、
人
間
の
心
を
追
求
し
て
い
っ
た
こ
の
作
品
が
'
暗
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
反
発
L
t
　
「
人
間
の
醜
さ
が
知
ら
れ
、
嫌
に
な
っ
た
」

「
暗
い
作
品
で
堅
苦
し
い
」
と
い
っ
た
非
難
の
こ
と
ば
も
閃
か
れ
る
.

そ
う
い
う
意
味
で
'
教
材
と
し
て
は
'
「
明
る
く
人
生
に
お
い
て
励
ま
し
を

与
え
る
よ
う
な
も
の
」
が
ふ
さ
わ
し
く
、
又
現
に
右
の
よ
う
な
観
点
で
採
ら
れ
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て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
要
は
学
習
者
自
身
の
と
ら
え
方
で
あ
っ
て
、
「
好
き

な
作
品
」
の
中
で
'
「
怒
り
の
葡
萄
」
　
「
車
輪
の
下
」
　
「
レ
・
-
ゼ
ラ
プ
ル
」

等
'
人
間
の
苦
悩
が
描
か
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
明
る
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
作
晶
が
好
ま
れ
て
い
る
事
実
に
接
す
る
時
'
否
定
反
応
を
恐

れ
す
ぎ
る
あ
ま
り
に
、
偏
っ
た
教
材
選
択
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
思
い

合
わ
さ
れ
る
。

先
に
あ
げ
た
非
難
の
こ
と
ば
も
、
学
習
の
過
程
に
お
い
て
、
効
果
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
へ
淑
石
文
学
で
追
求
さ
れ
た
'
テ
ー
マ
と
深
-
係
わ
り
合

う
問
題
と
な
ろ
う
。

4
、
淑
石
作
品
の
感
銘
皮

さ
て
、
前
節
で
は
、
瀬
石
作
品
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
好
ま
れ
て
い
る
か

を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
'
そ
れ
ら
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
も

の
は
手
つ
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
た
め
,
特
に
感
銘
を
受
け
た
作

品
二
つ
を
選
び
、
併
せ
て
そ
の
理
由
を
記
し
て
も
ら
っ
た
。

次
に
ど
う
い
う
点
で
感
銘
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
、
感
想
文
か
ら
そ
の
主
な

る
も
の
を
あ
げ
て
、
考
察
を
加
え
て
み
た
。

O
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

・
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
明
朗
な
、
サ
ッ
パ
リ
と
割
り
き
っ
た
性
格
に
'
痛
快
さ
を

感
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
一
男
子
)

二
人
の
百
年
教
師
が
、
世
の
中
の
汚
な
さ
を
他
の
教
師
た
ち
を
通
し
て
み

て
、
そ
れ
に
楕
1
杯
反
発
す
る
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。
　
　
(
高
二
女
子
)

・
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ズ
バ
-
書
い
て
い
る
L
t
ユ
ー
モ
ア
の

あ
る
表
現
で
、
読
ん
で
い
-
ご
と
に
次
第
に
熱
中
し
、
_
や
め
ら
れ
な
-
な
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
一
女
子
)

・
こ
の
作
品
を
読
ん
で
'
感
銘
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
矛
盾
を
感
じ
た
O
と

い
う
の
は
、
狸
と
か
、
赤
シ
ャ
ツ
と
か
の
人
物
が
、
最
後
ま
で
得
を
し
て
い

て
、
結
局
、
主
人
公
は
も
う
一
度
や
り
直
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
丁
男
子
)
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敦石作品のうち、とくに印象に残
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女

(
私
見
)
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
型
に
は
ま
ら
ず
、
無
鉄
砲
と
も
思
え
る
行
動
力
は
、

彼
ら
に
1
種
の
憧
れ
に
似
た
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
0

ま
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
純
粋
で
、
悪
を
憎
む
気
持
ち
は
、
現
代
社
会
に
お

い
て
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
生
き
方
と
し
て
、
一
屑
の
関
心
を
よ
ぶ
も
の
で
あ

ろ
う
。し

か
し
、
こ
の
作
品
が
勧
善
懲
悪
型
の
性
格
を
笛
び
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
'
果
た
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
生
き
方
は
'
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
た
学
習
者
の
感
想
は
へ
こ
の
作
品
の
H
E
E
を

表
わ
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。



O
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

・
猫
の
眼
を
通
し
て
人
間
批
評
、
文
明
批
評
が
な
さ
れ
て
い
て
'
ユ
ー
モ
ア

の
あ
る
作
品
だ
と
思
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
猫
を
通
し
て
、
猫
と
人
間
社
会
と
の
問
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
、

日
常
私
通
が
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
テ
ー
マ
を
と
り
'
巧
み
に
描
か
れ
て
い

る
。表

現
は
少
し
固
い
感
じ
が
す
る
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
と
こ
ろ
'
皮
肉
ぶ
っ

て
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
(
高
三
女
子
)

(
私
見
)
作
者
が
'
猫
に
視
点
を
置
い
て
、
人
間
世
界
を
描
い
て
い
る
点
に
、

奇
抜
さ
'
新
鮮
さ
を
感
じ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
人

間
批
評
、
文
明
批
評
に
触
れ
て
い
る
箇
所
に
あ
ま
り
抵
抗
な
-
溶
け
込
ん

で
い
く
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
'
こ
の
作
品
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
た
感
想
文
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
は
、
「
猫
」
の
も
つ
作
品
と
し
て
の
深
遠
さ
と
共
に
'
教
材
と
し
て

の
適
格
性
を
考
え
る
上
で
、
是
非
と
も
目
に
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

ろ
う
。

O
「
こ
1
ろ
」

・
あ
ま
り
に
も
純
粋
な
先
生
の
性
格
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
.

し
か
し
自
殺
ま
で
し
な
く
て
も
い
い
の
に
と
思
う
が
、
先
生
の
考
え
方
に

は
共
感
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
三
男
子
)

・
先
生
が
な
ぜ
自
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を

感
じ
る
。

で
も
先
生
の
遺
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
人
間
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
　
　
　
　
　
(
高
二
男
子
)

・
先
生
の
心
の
苦
悩
が
胸
を
う
つ
o
激
石
の
他
の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

茶
化
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
好
き
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
男
子
)

・
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
　
そ
し
て
そ
れ
が
生
む
人
間
窓
と
人
生
苦
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
-
れ
る
作
品
で
あ
る
.
そ
し
て
そ
の
中
に
淑
石
の
倫

理
観
が
働
い
て
い
て
、
自
分
の
考
え
と
比
較
で
き
る
o
　
　
　
(
高
三
女
子
)

(
私
見
)
　
こ
の
作
品
で
'
問
題
に
な
る
も
の
は
'
何
と
い
っ
て
も
先
生
の
生
き

方
で
あ
ろ
う
。

彼
の
生
き
方
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
が
あ
ろ
う
が
、

考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
こ
と
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」

と
は
異
な
っ
た
特
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

O
「
三
四
郎
」

・
美
禰
子
の
は
っ
き
り
し
な
い
態
度
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

(
高
一
男
子
)

・
美
禰
子
の
「
無
意
識
の
偽
善
」
に
ひ
か
れ
る
三
四
郎
の
素
朴
さ
に
感
銘
を

う
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
瓢
々
と
生
き
て
い
る
三
四
郎
に
好
感
が
も
て
る
O
俳
味
の
な
い
作
品
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
広
田
先
生
の
人
間
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
論

は
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
男
子
)
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(
私
見
)
学
習
者
が
心
を
ひ
か
れ
る
の
は
'
三
四
郎
よ
り
も
む
し
ろ
美
禰
子
で

あ
る
。
彼
女
の
不
可
解
な
態
度
は
、
三
四
郎
の
み
な
ら
ず
、
学
習
者
の
興

味
を
さ
そ
う
。
二
人
の
淡
い
感
情
は
'
学
習
者
に
と
っ
て
大
旨
好
感
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ
る
。



ま
た
、
二
人
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
広
田
先
生
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
が
多
く
'
彼
の
人
間
批
評
は
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
ら
し

い
。

O
「
虞
美
人
草
」

・
人
間
の
内
に
生
き
続
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
。
自
信
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
人

間
が
崩
壊
す
る
悲
し
さ
。
作
者
が
人
間
の
弱
さ
を
巧
み
な
タ
ッ
チ
で
描
い
て

い
る
点
に
感
銘
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
藤
尾
の
性
格
は
勝
気
で
、
わ
が
ま
ま
で
あ
る
が
'
私
は
ど
こ
と
な
-
彼
女

に
ひ
か
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

(
私
見
)
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
深
く
災
喰
っ
て
い
る
こ
と
で
'
作
者
に
よ
っ
て
否
定

・
的
評
価
さ
れ
た
女
主
人
公
藤
尾
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
存
在
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
憧
れ
の
対
象
と
も
な

り
う
る
も
の
で
も
あ
る
。
学
習
者
は
彼
女
の
中
に
自
分
自
身
を
感
じ
、
こ

の
作
品
と
の
接
点
を
兄
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

感
想
文
を
読
ん
で
み
て
言
え
る
こ
と
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
と
「
こ

ゝ
ろ
」
　
「
三
四
郎
」
　
「
虞
美
人
草
」
と
で
は
、
受
け
と
り
方
が
違
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
で
は
、
作
者
の
ユ
ー
モ
ア
へ
人
間
批
評
の

鋭
さ
に
学
習
者
の
目
は
そ
そ
が
れ
た
。

し
か
し
'
「
こ
ゝ
ろ
」
以
下
の
作
品
に
お
い
て
は
'
作
者
が
追
求
し
た
自
我

の
存
在
に
つ
い
て
'
程
度
の
差
は
あ
れ
、
学
習
者
自
身
も
考
え
て
み
よ
う
と
す

る
態
度
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

淋
石
作
品
を
教
材
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
、
今
華
へ
た
こ
と
は
1
考
察
の
賢

料
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
短
い
作
家
活
動
の
間
に
お
い
て
'
作
風
の
変
造
は
撤
し
か
っ
た

と
い
う
も
の
の
へ
作
品
の
根
底
を
流
れ
る
も
の
は
、
一
貫
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

要
は
'
現
わ
れ
方
の
這
い
で
あ
っ
て
'
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
　
の
よ
う

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
、
猫
と
い
う
人
間
離
れ
し
た
、
戯
画
化
さ
れ
た
主
人
公
の
眼

を
山
し
て
社
会
を
、
人
間
を
み
つ
め
た
も
の
と
'
朝
日
新
聞
入
社
と
と
も
に
職

業
作
家
と
し
て
出
発
し
た
後
の
最
初
の
作
品
「
虞
美
人
草
」
を
起
点
と
し
て
展

間
さ
れ
る
以
後
の
作
品
に
み
ら
れ
る
'
人
間
に
t
よ
り
日
常
的
な
人
間
に
露
点
を

あ
て
て
書
か
れ
た
も
の
と
の
二
つ
異
な
っ
た
傾
向
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
う
も

の
の
、
人
間
存
在
へ
自
己
存
在
を
探
求
し
て
い
る
こ
と
に
共
通
の
要
素
を
兄
い

出
せ
る
。

小
説
作
品
の
学
習
に
お
い
て
は
'
学
習
者
が
興
味
へ
関
心
を
抱
い
て
い
る
事

柄
か
ら
学
田
活
動
に
は
い
る
こ
と
は
'
1
つ
の
効
果
的
な
方
法
で
は
な
か
ろ
う

か
。
具
体
的
に
言
え
ば
'
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
の
感
想
文
に
み
ら
れ
た
'

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
に
対
す
る
好
走
の
感
情
'
作
品
の
中
で
重
要
な
仕
訳
を
占

め
る
批
評
柑
神
の
抵
抗
な
し
の
受
け
入
れ
は
、
作
品
の
底
を
流
れ
る
強
烈
な
人

間
批
評
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
-
「
潰
美
人
草
」
以
下
の
作
品
で
は
、
人
間
存
在
'
自
己
存
在
の
問
題

が
正
面
切
っ
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
学
習
者
も
そ
の
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
て

問
題
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
作
品
の
解
決
を
神
に
も
、
俗
世
間
に
も
求
め

な
か
っ
た
作
者
の
態
度
は
、
「
考
え
さ
せ
る
」
作
品
と
し
て
好
個
の
も
の
と
言

え
な
い
だ
ろ
う
か
。

62



5
'
「
淑
石
が
好
き
で
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て

今
ま
で
は
淑
石
作
品
が
な
ぜ
好
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
み
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
反
対
に
淑
石
作
品
に
つ
い
て
班
悪
感
を
抱
い
て
い
る
も
の

を
取
り
あ
げ
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
調
べ
る
た
め
'
次
の
よ
う
な

問
を
提
出
し
た
o

(
5
)
淑
石
が
好
き
で
な
い
人
は
、
そ
の
理
由
を
(
　
)
内
に
書
い
て
く

だ
さ
い
。

回
答
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
そ
の
お
も
な
理
由
を
あ
げ
る
と
'
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

①
　
内
容
が
暗
-
て
'
文
章
表
現
が
雑
し
い
。
　
　
　
　
　
(
高
1
男
子
)

⑧
　
(
読
ん
で
い
る
の
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
「
猫
」
二
作
品
で
あ
る
)
中
途

半
端
な
お
も
し
ろ
さ
に
過
ぎ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
男
子
)

◎
　
(
「
こ
ゝ
ろ
」
を
読
ん
で
)
主
人
公
に
は
人
生
を
生
き
抜
こ
う
と
す
る

淫
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

◎
　
内
容
が
み
に
く
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
三
女
子
)

⑤
　
文
章
が
さ
ら
り
と
し
て
い
て
'
粘
っ
こ
さ
'
俊
美
さ
、
行
惰
性
が
な
い
。

(
高
丁
女
子
)

⑥
　
日
本
の
作
品
は
あ
ま
少
に
も
平
凡
な
日
常
生
活
を
描
写
し
た
も
の
が
多

-
、
外
国
文
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
理
想
と
も
い
う
べ
き
空
間
の
作
品
が

少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
日
本
に
も
秀
れ
た
作
品
が
多
い
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
る
が
、
1
般
の
人
の
よ
う
に
素
直
に
受
止
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
淑

石
の
作
品
が
嫌
い
な
の
で
は
な
い
が
、
日
本
の
作
品
に
興
味
が
な
い
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

瀬
石
の
文
責
表
現
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、

学
習
者
が
彼
の
作
品
に
対
し
て
抵
抗
を
感
じ
る
最
も
大
き
な
要
因
は
内
容
面
の

暗
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
前
記
し
た
よ
う
に
、
作
者
が
作
品
を
通
し
て
追
求
し
た
人
間
存

在
へ
自
己
存
在
の
問
題
が
絹
眼
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
程
、
そ
の
テ
ー
マ
を
担
っ

た
主
人
公
は
、
「
自
我
の
内
部
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
自
ら
完
全
に
他
者
か
ら
孤

立
し
た
人
間
」
　
(
佐
古
純
1
郎
「
近
代
日
本
文
学
の
倫
理
的
な
探
求
」
)
と
な

り
、
「
懐
疑
的
」
　
「
不
安
的
」
　
「
絶
望
的
」
　
(
同
上
)
様
相
を
帯
び
'
そ
れ
が

作
品
世
界
に
も
反
映
し
て
暗
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
淋
石
の
文
学
を
暗
叫
H
の
文
学
と
規
定
す
る
の
は
危
険

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
人
間
存
在
へ
近
代
的
な
自
我
の
問
題
に
つ
い
て
追
求
し
て

い
っ
た
作
者
の
誠
実
な
文
学
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
I

作
品
「
こ
1
ろ
」
の
も
つ
暗
さ
は
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
指
摘
す
る
も
の
で
あ
　
お

ろ
う
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J

し
か
し
、
そ
の
中
に
提
出
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が
'
私
達
に
と
っ
て
共
通
な

も
の
で
あ
り
'
作
者
が
安
易
な
解
決
を
下
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品

の
1
特
長
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
そ
れ
故
作
品
の
暗
さ
に
の
み
目
を
奪

わ
れ
て
'
教
材
と
し
て
こ
の
作
品
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
は
障
曙
を
す
る
向
き

に
は
、
7
考
し
て
も
ら
い
た
い
事
柄
で
あ
る
.

「
猫
」
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
中
途
半
端
な
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
の
意
見

は
、
あ
る
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
本
質
を
つ
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
作
者
の
精
神
状
態
が
不
安
や
憤
り
に
活
ち
て
い
た
当
時

に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
あ
ま
り
に
も
作
者
の
主
観
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
、
作
中
人
物
の
言
動
が
と
も
す
れ
ば
1
人
よ
が
り
の
も
の
と
な

り
、
類
型
的
な
人
物
描
写
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
'
免
れ
な
い
欠
点
と
し
て
指



拍
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
感
想
文
が
右
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
と
仮
定
し
た
場

合
'
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
o
　
「
猫
」
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

は
、
中
学
の
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
へ
高
校
に
お
い
て
と
り

あ
げ
た
ら
、
又
新
た
な
見
方
も
生
じ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑥
の
日
本
文
学
と
外
国
文
学
と
の
比
較
に
つ
い
て
述
べ
た
意
見
は
、
日
本
文

学
を
淑
石
文
学
と
置
き
換
え
た
場
合
'
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
桁
石
の
限
界
で
も

あ
り
、
淑
石
の
独
自
性
と
も
な
ろ
う
.

日
本
文
学
は
日
常
卑
近
な
で
き
事
に
題
材
を
求
め
、
小
世
界
の
中
で
解
決
法

を
兄
い
出
す
文
学
で
あ
る
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
論
で
あ
る
0
こ
れ
が
壮
大
な
歴

史
、
社
会
を
背
景
に
し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
る
外
国
文
学
と
比
較
し
た
場
合
、

各
人
に
よ
っ
て
好
み
の
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

要
は
、
作
品
が
い
か
に
人
生
を
誠
実
に
追
求
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
読
者
は

そ
の
作
品
に
よ
r
t
.
て
ど
れ
だ
け
影
響
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。

6
、
駁
石
作
品
に
対
す
る
課
題

今
回
の
調
査
で
学
習
者
の
九
十
九
パ
ー
セ
ン
-
は
、
何
ら
か
の
形
に
お
い

て
'
少
な
く
と
も
1
作
品
以
上
の
淑
石
作
品
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

さ
て
今
後
、
彼
ら
が
今
ま
で
に
読
ん
だ
淑
石
作
品
を
拠
り
所
と
し
て
'
ど
の

よ
う
な
読
容
態
皮
で
臨
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
調
査
を
試
み
て
み
た
。

(
4
)
歎
石
の
作
品
を
こ
れ
か
ら
も
読
み
つ
づ
け
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
「
は

い
」
　
「
い
い
え
」
の
ど
ち
ら
か
に
○
を
つ
け
へ
そ
の
理
由
を
吉
い
て
く
だ

さ
い
。

そ
の
結
果
を
ポ
し
た
の
が
「
資
料
G
」
で
あ
る
O

〔資料G〕

女
　
　
　
c
O

計

-
I

9292

は
　
い
　
】
　
い
い
え

次
に
そ
の
お
も
な
理
由
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

(
は
い
)

・
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
表
現
の
仕
方
が
巧
み
で
あ
る
か
ら
。
(
高
一
女
子
)

・
猷
石
作
品
に
は
、
社
会
風
刺
の
も
の
や
友
情
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
な
ど

い
ろ
い
ろ
あ
り
、
時
に
応
じ
て
読
ん
で
い
き
た
い
。
　
　
　
(
高
三
男
子
)

・
彼
の
作
品
に
は
'
人
間
の
愚
か
さ
へ
汚
な
さ
、
又
す
ば
ら
し
さ
が
率
直
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
読
ん
で
人
間
一
般
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
彼
の
作
品
は
'
人
生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
追
求
さ
れ

て
お
り
'
私
達
の
悩
み
や
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
-
れ
る
。

(
高
二
女
子
)

(
い
い
え
)

・
作
品
の
期
成
が
似
て
い
る
か
ら
O
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
子
)

・
利
己
的
な
作
風
に
抵
抗
を
感
じ
る
.
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
三
男
子
)

・
他
の
い
ろ
い
ろ
な
作
家
の
作
品
を
読
み
た
い
か
ら
。
　
　
(
高
一
男
子
)

・
何
か
あ
ま
り
に
も
心
理
を
細
か
に
と
ら
え
す
ぎ
て
い
る
感
じ
が
あ
り
へ
じ
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め
じ
め
し
た
作
品
が
多
い
か
ら
。
`
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
男
子
)

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
淑
石
の
作
品
の
井
底
を
な
す
も

の
は
、
人
間
存
在
、
自
己
存
在
の
追
求
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
期
の
作
品

に
な
れ
ば
な
る
程
、
こ
の
間
接
は
深
ま
り
'
作
者
自
身
で
す
ら
解
決
の
方
向
を

求
め
て
載
索
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
o
　
「
猫
」
　
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
で
み
ら
れ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
調
子
は
姿
を
消
し
人
間
の
心
の
奥
底
に
あ

る
も
の
を
朔
祝
し
た
作
品
が
後
期
に
は
多
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
o
駁
石
作
品
に

対
す
る
好
悪
の
感
情
、
評
価
の
佼
劣
は
こ
の
部
分
に
生
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
'

E
答
を
見
て
も
'
作
者
の
人
間
心
虹
を
追
求
す
る
姿
勢
に
対
し
て
論
が
わ
か
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

私
見
を
述
べ
る
と
'
人
間
心
理
の
極
限
に
注
目
し
'
誠
実
に
倫
理
的
に
こ
の

問
題
を
追
求
し
て
い
っ
た
派
石
作
品
は
'
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
'
ま
た
枝

械
文
明
の
発
達
で
'
と
も
す
れ
ば
人
間
不
在
に
陥
り
が
ち
な
現
代
の
状
勢
に
お

い
て
、
私
達
に
不
可
迦
な
問
題
を
挫
け
か
け
て
い
る
点
で
価
値
あ
る
も
の
と
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
に
対
す
る
好
恋
の
感
情
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も

の
で
あ
り
、
.
そ
れ
は
そ
れ
で
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。

彼
の
作
品
「
道
草
」
に
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
や

し
な
い
」
と
い
う
有
名
な
こ
と
ば
が
あ
る
o
淑
石
作
品
で
'
解
決
し
た
作
品
世
界

を
も
っ
て
い
る
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が

「
友
情
」
や
「
伊
豆
の
獅
子
」
に
は
兄
い
出
さ
れ
な
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。

淑
石
作
品
が
愛
読
さ
れ
、
今
後
も
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
今
回

の
調
査
は
、
　
に
淋
石
作
品
の
概
略
的
な
理
解
度
を
示
し
た
も
の
に
と
ど
ま
ら

ず
'
軟
石
作
品
の
妥
当
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o
解
決
の

な
い
文
学
が
彼
ら
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
。

故
都
留
憲
一
君
の
退
労
作

故
都
留
憲
一
君
　
(
大
分
県
立
中
津
北
高
校
出
身
)
は
、
昭
和
四
四
年
(
1
九

六
九
)
三
月
、
広
島
大
学
教
育
学
部
高
校
教
員
養
成
課
程
国
語
科
を
卒
業
し
'

同
年
四
月
か
ら
大
分
県
立
野
建
=
L
T
校
に
勤
め
ま
し
た
o
在
職
二
年
四
カ
月
へ
都

留
憲
l
君
は
新
任
青
年
教
師
と
J
て
、
全
力
を
傾
け
て
教
育
の
こ
と
に
と
り
組

み
ま
し
た
。
昭
和
四
六
年
(
一
九
七
こ
七
月
中
句
、
中
学
校
時
代
か
ら
の
持

病
で
あ
っ
た
慢
性
腎
炎
悪
化
の
た
め
入
院
し
'
わ
ず
か
一
週
間
の
治
療
を
受
け

た
だ
け
で
'
七
月
一
九
日
急
逝
し
ま
し
た
O

都
留
憲
一
君
の
急
逝
は
'
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
'
そ
の
計
昔
に

接
し
て
も
'
す
ぐ
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

故
都
憲
1
君
は
'
も
の
静
か
で
紀
和
な
人
柄
、
在
学
時
代
も
黙
々
と
学
業
に

励
み
ま
し
た
。
そ
の
成
米
の
1
つ
は
'
・
卒
業
論
文
「
小
説
の
学
習
指
導
-
淑
石

の
作
品
を
中
心
に
し
て
-
」
　
(
約
二
一
〇
枚
)
と
し
て
結
実
し
ま
し
た
。
仝
四

章
か
ら
成
る
こ
の
労
作
を
、
こ
の
た
び
二
回
に
分
け
て
へ
本
誌
に
掲
載
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
o
そ
の
調
査
結
果
は
わ
が
国
の
読
詔
指
導
に
多
-
の
示
唆
を
も

た
ら
す
に
ち
が
い
な
い
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

有
為
な
人
材
を
あ
ま
り
に
も
は
や
-
失
っ
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
の
消
え
る
と

き
は
あ
り
ま
せ
ん
が
'
こ
こ
に
そ
の
論
稿
を
収
載
し
て
、
か
つ
は
あ
り
し
日
の

都
留
君
の
悌
を
な
つ
か
し
み
、
か
つ
は
そ
の
み
霊
の
冥
福
を
祈
る
よ
す
が
と
い

た
し
ま
し
た
。

最
愛
の
令
白
心
を
な
-
さ
れ
た
ど
両
親
の
悲
畝
の
惜
は
い
か
ば
か
り
か
。
お
慰

め
す
る
こ
と
ば
も
あ
り
ま
せ
ん
が
'
令
息
の
学
生
時
代
の
形
見
の
一
つ
を
読
ん

で
い
た
だ
さ
へ
　
い
-
ら
か
で
も
ど
似
心
を
や
わ
ら
げ
て
-
だ
さ
れ
ば
と
、
ひ
そ

か
に
念
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。

(
昭
和
5
1
年
6
月
2
3
日
記
)
　
(
野
地
　
潤
家
)

●
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(読　　書　　調　　査)

全国読書世論調査

(表1)戦後21年間ひとびとに印象を与えつづけた本　-

毎日新聞社　昭和42年

書　　　　　　　　名　L　作　　　　　　　　者

宮　　本　　武　　蔵

風と共に去り　ぬ

大　　　　　　　　地

女　　の　　-　　生

新・平　家　物　語

坊　っ　ち　ゃ　ん

8 I　友

吉　　川　　英　　Hi

M ・　ミ　ッ　チ　ェ　ル

ノヾ-　ル・パ　ッ　ク

モ　ー　パ　ッ　サ　ン

吉　　川　　英　　ff'l

夏　　日　　漱　　石

谷　的　!lJ　一　郎

武　者　小　路　実　4-'J

州
　
x
L
-
:
-
 
-
1
山
間
m

国数は21回の調査の問ベスト20位に何回入ったかを示す

(表3) 1年間に読んでよいと思った本

:　VT　　　　　　　　　　　名 男計

風　と　共　に　去　り　ぬ

Hi　　川　　　守　　康

草　間　背　洲　の　妻

戦　　争　と　平　　和

白　　い　　巨　　　塔

人　　間　　革　　　命

大・　　　　　　　　地

日　本　の　歴　史(中公)

海軍主計大尉　　小泉信吾

こ　　　　　ゝ　　　　　ろ

鼠　　　-　が　　　　丘

ジェ　ー　ン　・　エ　ア

国　　　　志

女の一生(モーパッサン)

黒　　　　い　　　　雨

氷　　　　　　　　　　点

赤　　　　と　　　　m
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(麦7)好　き　な　著　者

著　者　名l　計l　男　l　女 一番人気の
あった作品

夏　目準且　134　　69
吉　川　英治

石坂洋次郎

武者小路実篤

井　上　　靖

松　本itJ J.良

a m　蒔　村

川　端康成

98

88

60

57

54

53

50

∴二:I.

⊂図1〕好きな著者ベスト5の年齢別支持層

坊っ　ち　ゃ　ん

宮　本　武　蔵

陽のあたる坂道

友　　　　　m

氷　　　　(¥?

点　　と　　u

破　　　　　戒

伊豆のSTi子

羅　　生　・門

路　傍　の　石



D
C

中
・
高
　
梗
　
生
　
玩
　
音
　
調
　
査

午

女
男

(蓑
1) 12年

間
多
く
読
ま
れ
た
本

午

男

学学校

女
男

女

午女

午女

(注
)数

字
は
12回

の
調
査
の
問
ベ
ス
ト
20位

に
何
回
は
い
っ
た
か
を
示
す

女



調十*_!'-y法

M
r
:
^
.
1
i
-
=
H
論
湖
中
E
)

調
査
の
対
象
は
、
層
化
多
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
っ
て
選
び

出
し
た
描
十
六
歳
以
上
の
男
女
六
、
六
五
七
人
。
ま
ず
全
国
の

市
区
町
村
を
人
口
'
地
域
性
、
政
治
色
な
ど
に
よ
っ
て
屑
別
し

こ
れ
ら
の
層
か
ら
確
率
比
例
抽
出
法
で
三
l
七
の
調
査
地
点
を

決
め
各
地
点
の
住
民
記
録
鶏
か
ら
等
間
隔
に
抽
出
し
た
。

調
査
員
が
訪
問
し
'
回
答
を
求
め
た
が
'
病
気
や
旅
行
な
ど
で

回
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
人
は
一
、
四
二
二
人
あ
り
回
収
率
は

七
八
・
六
パ
ー
セ
ン
-

(
小
・
中
二
。
榊
校
生
読
か
調
査
)

小
中
学
校
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
立
地
条
件
に
応
じ
て
、
農

村
、
商
業
地
な
ど
の
十
四
の
地
域
類
型
に
層
化
L
へ
　
さ
ら
に
各

地
域
湖
型
ご
と
に
在
籍
児
出
血
生
徒
数
の
配
分
比
に
応
じ
て
調
査

対
象
を
抽
出
し
た
。
高
校
生
は
全
国
の
高
校
を
七
つ
の
学
科
に

分
類
し
へ
　
そ
の
在
籍
生
徒
数
の
配
分
比
に
応
じ
て
抽
出
し
た
.

各
学
校
の
ク
ラ
ス
を
一
単
位
と
し
て
、
質
問
紙
法
に
よ
る
集
団

面
接
法
を
行
な
っ
た
。
調
査
対
象
は
小
学
生
四
、
一
五
五
、

中
学
生
四
、
三
九
三
、
二
=
=
校
生
四
、
四
九
七
で
あ
る
。

(麦4)とくに好きな著者　(小学生だけはマンガの作者)
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1

(女)

1　媒　　図　　かずお

2　ち　　ば　　てつや

3　わたなべ　ま　さ　こ

4　芋　　類　　治　　虫

5　牧　　　　美　也　子

1.夏　　目　　欺　　石

2.石　　坂　　洋次郎

3.壷　　井　　　　　栄

4　芥　　川　　竜之介

5.山　　本　　有　　三

1.石　　坂　　洋次郎

2.夏　　日　　漱　　石

3.芥　　川　　竜之介

マーガレット・
ミッチェル

サ

5.武者小路　　実　　篤
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1

(刀)

1　手　　坊　　治　　虫

2　ち　ば　て　つ　や

3　藤　　子　　不二雄

4　赤　　塚　　不二夫

5　川　　崎　　のぼ　る

1 "Q.　　　　漱　　石

2　ち　　ば　　てつ　や

3.手　　毛頭　　治　　虫

4.芥　　川　　竜之介

5.石　　坂　　洋次郎

i. h n i歓　声

2.石　　坂　　洋次郎

3.芥　　川　　竜之介

4.石　　原　　慎太郎

5.川　　端　　康　　成

小

学

学

n

校



読書に関す　る　ア　ンケ　ート

(　　　　)高等学校(　　)年(　　)組　氏名(

男　　　　女

.

1

ヽ

　

　

.

.

_

ヽ

校
校

嘩
嘩

~

4

　

日

つ

身
身

出
　
出

(1)あなたの好きな作家を一名あげてください。

(2)あなたの好きな小説を一編あげてください.

(1)夏目淑石の作品を読んだことがありますかO

ィ.あ　　　　る~

ロ.な　　　　い

(2)

Cア〕次にあげているのは、夏日淑石の作品ですが、今までに読んだことのある作品に

○をつけ、それを読んだ学年を(　　)内に記入してください。
pン　ドン

例(か.吾輩は猫である　　(中3)　　　　①.伶　　敦　　塔　　(高1)

@.坊っ　ち　ゃ　ん　　(小6)
」Z^^^^Ha喝

1.吾輩は猫である(　　)　　　　2　伶　　致　　塔(

3.カーライル博物館　　　　　　　　　　4.坊　っ　ち　ゃ　ん(

5.野　　　　　　　分　　　　　　　　　　6.二　百　　十　日(
ぐ　　　　V I"A.　モ1

7.虞　　美　人　草　　　　　　　　　　8.坑　　　　　　　夫(

9.夢　　　十　　　夜　　　　　　　　　　10.草　　　　　　　枕(

ll.三　　　四　　　郎　　　　　　　　　　12.そ
ひ

13.　　　　門　　　　　　　　　　　　　　　14.彼

の戸
ス
子

行
"
棉

5
　
7

1　　1

か
鞘
過

ん

れ
が
岸

人　　　　　　　　　　16.こ　　　ゝ　　　ろ(

中　　　　　　　　　　18.道　　　　　　　草(

19.明　　　　　　　暗(　　　)

そ　の　他(

〔イ〕 〔ア〕で○をつけた中から、学校での学習の時、読んだものを番号のみ(　)

内に記入してください。
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〔ウ〕 〔ア〕で○をつけた中から、感銘を受けた作品二編をあげ、どんな点で感銘を受

けたか、例にならって古いて下さい。

例「伊豆の踊子」　私と踊子との清純な愛が全編を貰ぬいていて、心暖まる気がする。

とくに踊子とのふれあいによって私の孤児根性がしだいに洗い清め

られていくところに感銘した。それに表現も美しいと思った。

(3 )淑石の作品を読んだ動機は何ですか。下にあげたものの中から該当するものに○を

つけてください。

1.友人にすすめられて　　　　　　2.先生からすすめられて

3.書名がおもしろいと思ったから　4.たまたま図書館や自分の家にあったから

5.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(4)淑石の作品をこれからも読みつづけたいと思いますか。 「はい」 「いいえ」のどち

らかに○をつけ、その理由を昏いてください。

1.は　い

2.いいえ

(5)駁石が好きでない人は、その理由を(　　)内に宙いてください。

(6)淑石の作品以外で好きな作品一編をあげ、その理由を書いてください0

si

三理　由

ど協力ありがとうございました。
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〔m a〕
(1)あなたの好きな著者を一名あげてくだ

さい。

好　き　な　著　者

著　者　名

】

]　了." I- ,-.蝣蝣':-I.

1'　E II I蝣、 ti

川in IK b¥

・l　∴I,'J'こ'll‥〕
I

lll　　・:

i5jヘミングウニイ

a
 
J
i
 
c
o
 
o
o

サ
ー
H
r
j
-
L
O
r
t
n

c
*
.
i
-
i
N
-
-

〔資料B〕

(2)あなたの好きな小説作品を一編あげて

ください。

好きな小説作品

f, .'蝣蝣,-, i|

1 ;伊豆の蹄子
1

2　犬　　　　　t.v

2 1陽のあたる坂道1 19

4i車軌の下

5 ;坊っ　ち　ゃん

5 [風と共に去りぬ

アンケート回答人員数

学年i　男。人)L　女

'

.

'

'

　

　

　

　

　

'

　

'

*

蝣

1　　2　　3

1　　2　　3

H
U
 
t
」
^
K
」

私
立
高
校
C

(
女
子
の
み
)

24　　　　　　20

2　　23　　3

〔
サ
　
　
　
v
r
>
　
　
　
-

4

　

　

3

　

　

3

私
立
高
校
D

(
男
子
の
み
)

1　　2　　3

i
n
 
r
_
　
'
3

-
r
 
C
O
　
　
り
ー
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〔
資
料
C
〕
　
瀬
石
作
品
を
読
ん
だ
時
期
(
四
校
を
通
じ
た
も
の
)

-　CL　-

注　○内の数字はそれを読んだ学年をあらわす

*
男

Li-iUil首
:i:lで

あ
る

敦
　

　
塔

イ
ル

博
物

館

ち
　
ゃ
　
ん

野
　

　
　

　
　

蝣
蝣

蝣
>

草　夫夜枕　郎　ら

十　人

百　美

二　虞　坑

か　　過

十　　四　　門

it

夢単　三　そ　　彼行

の

こ　戸
子

こ　梢退明
　
　
　
　
　
暗

そ
の
他
(文

鳥
)



〔
資
料
D
　
そ
の
1
〕
　
公
立
高
校
　
A
校

作
　
品
　
名

吾
輩
は
猫
で
あ
る

v
t
 
J
S

カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館

坊
　

っ
　

ち
　

ゃ
　

ん

野
　

　
　

　
　

分

ft

十　人

百　美

坑
　
　
　
　
　
夫

夢
　

十
　

夜
】

草
　
　
　
　
　
枕

三
　
　
四
　
　
郎

そ
　
れ
　
か
　
ら

門

?
*
 
i
i
 
i
n
　

道

行志
言
の
引

退明
　

　
　

　
　

暗

そ
の
他
(文

鳥
)

女
計

計

〔注〕　Oの中の数字はそれを読んだ学年をあらわす
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〔
資

料
D
　

そ
の

2
〕
　
公
立
高
校
　
B
校

措
五

L六
!空

IT.
uiム

は
す

芯
で

あ
る

1
倫
　
致
　
塔
[

カ
ー
ラ
イ
ル
柑
物
盛

二　出坑　夢等　三　そ彼

か　　過

四　　門

れ　　岸
近

行
　
　
　
　
　
人

こ
　
　
こ
　
　
ろ

硝
子

戸
の

中

a
u

lll]　
　

　
　

帖

そ
の
他
(文

鳥
)

5

O O　・>*　Oi

0　0　1

女

-　∽ト　ー

計



〔
資

料
D
　

そ
の

3
〕

私
立

高
校

(
女

子
の

み
)
C
校

l
.

作
n

m
i
名

吾
輩

は
猫

で
あ

る

伶
　

　
致

　
　

塔

カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館

坊
っ
　
ち
　
ゃ
　
ん

野
　

　
　

　
　

分

磨

十　人

百　美

・
S
^
^
^
^
m
E
.

夢
　
　
十
　
　
夜

草
　
　
　
　
　
枕

三
　
　
凹
　
　
A
3

そ
　

れ
　

か
　

ら

門

托
/サ

ー
　
迅
　
迄

行
　
　
　
　
　
人

こ
　

　
こ

　
　

ろ

硝
子
戸
の
中

道
　

　
　

　
　

-'*!一

明
　
　
　
　
　
m

女
計

〔
資
料
D
　
そ
の
4
〕
　
私
立
高
校
(
男
子
の
み
)
 
D
校

男
作

吾
輩

は
猫

で
あ

る

伶
　
　
敦
　
　
塔

カ
ー

ラ
イ

ル
博

物
館

坊
　
っ
　
ち
　
ゃ
　
ん

野
　
　
　
　
　
分

皮

十　人

百　芙

坑
　
　
　
　
　
夫

?::-　
　

十
　

　
校

草
　
　
　
　
　
枕

三
　
　
四
　
　
郎

そ
　
れ
　
か
　
ら

門

級
;
i
一
　
過
　
這

行
　
　
　
　
　
人

こ
　
　
こ
　
　
ろ

硝
子

戸
の

中

道
　

　
　

　
　

草

・
1
　
　
I
.
つ

3　2　2

HH

to m n in

l 1

t~　i-1　　CM O
l

h n in n a

l 1

at i-i t--　w

3

OJ　　[>・　　r-t ITi

2

m co co o co

l

計

in n io N io　網　腿　2N O N N S

2　　　　　　　　5
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