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松本清張の女性観について　（小南）

　
　

松
本
清
張
の
女
性
観
に
つ
い
て

―
―
自
己
を
主
張
し
な
い
協
力
者
た
ち
―
―

小
南　

淳
子

は
じ
め
に

社
会
派
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
先
駆
と
言
わ
れ
る
松
本
清
張
は
、
そ
の
ト
リ
ッ
ク
の
巧
み
さ
ば
か
り
で
な
く
、
動
機
や
背
景
な

ど
の
綿
密
な
設
定
に
よ
る
深
い
人
間
洞
察
を
得
意
と
し
た
、
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
清
張
自
身
が
記
し
た
次
の
文
章
は
、
彼
の
作
品
を
語

る
と
き
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
引
用
さ
れ
、
そ
の
特
徴
に
つ
な
が
る
作
家
自
身
の
姿
勢
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
１

動
機
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
人
間
描
写
に
通
じ
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
犯
罪
動
機
は
人
間
が
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
に
置
か
れ

た
時
の
心
理
か
ら
発
す
る
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

…
…
中
略
…
…

私
は
、
動
機
に
さ
ら
に
社
会
性
が
加
わ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
そ
う
な
る
と
、
推
理
小
説
も
ず
っ
と
幅
が
で
き
、
深
み
を
加
え
、

時
に
は
問
題
も
提
起
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
「
推
理
小
説
の
魅
力
」
２

）

<

研
究
論
文>
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こ
の
よ
う
に
、
一
般
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
清
張
自
身
が
人
間
洞
察
に
重
き
を
置
い
て
い
た
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
作
品
を
読
む
と
き
、
特
に
女
性
の
描
か
れ
方
に
注
目
す
る
と
き
、
彼
自
身
の
言
葉
に
反
し
て
、
行
動
の
動
機
が
ま
っ
た
く
語
ら

れ
な
い
女
性
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と
が
実
は
よ
く
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
清
張
独
特
の
女
性
観
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
偏

見
に
疑
問
を
感
じ
、
共
感
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
偏
見
と
し
て
は
認
識
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
作
品
上
の
効
果

と
し
て
肯
定
さ
れ
、
高
い
評
価
を
助
長
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

松
本
清
張
研
究
は
、
没
後
二
十
五
年
を
迎
え
、
今
後
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
ま
で
そ
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
の
は
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
３

で
あ
っ
た
。
清
張
の
業
績
を
顕
彰
す
る
館
で
あ
る
の
で
、
肯
定
す
る
方
向
に
な
る
の
は
あ
る
意

味
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
作
品
中
に
見
え
る
女
性
観
に
つ
い
て
分
析
、
検
討
す
る
こ
と
は
、
松
本
清
張
と
い
う
作
家
を
理
解
す
る
う

え
で
も
、
ま
た
、
作
品
理
解
に
お
い
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
論
で
は
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
作
品
を
中
心
に
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
犯
人
に
協
力
す
る
女
性
た
ち
」
に
焦
点
を
あ
て
、
考
察
す

る
。
（
共
犯
者
、
と
は
呼
ば
ず
に
、
私
は
彼
女
ら
を
あ
え
て
協
力
者
と
呼
ん
で
い
る
。
）
彼
女
た
ち
を
描
く
描
き
方
の
中
に
、
清
張
の
女
性

観
が
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
女
性
学
の
視
点
か
ら
探
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
作
品
が

発
表
さ
れ
た
時
代
を
考
慮
す
る
必
要
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
現
在
も
ド
ラ
マ
化
、
映
画
化
が
続
く
清
張
の
文
学
を
、
そ
う
し
た
視
点
で
見

直
す
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
、
ド
ラ
マ
『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』
に
登
場
し
た
協
力
者

二
〇
一
二
年
十
二
月
十
五
日
に
放
映
さ
れ
た
、
松
本
清
張
没
後
２
０
年
ド
ラ
マ
ス
ペ
シ
ャ
ル
『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』
４

か
ら
話
を
始

め
よ
う
。
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ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
山
鹿
恭
介
が
と
ら
え
た
、
東
名
高
速
道
路
御
殿
場
―
沼
津
間
で
の
玉
突
き
衝
突
に
よ
る
大
火
災
事
故
。
「
激

突
」
と
題
し
た
そ
の
写
真
が
Ａ
新
聞
「
読
者
の
ニ
ュ
ー
ス
写
真
年
間
賞
」
に
選
ば
れ
、
山
鹿
は
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
。
し
か
し
、
そ
の
事

故
は
、
山
鹿
が
自
身
の
功
名
心
の
た
め
に
し
く
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
筋
立
て
は
原
作
ど
お
り
で
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
を
競
っ
て
報
道
し
よ
う
と
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
に
一
石
を
投

じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
放
映
当
時
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
犯
人
に
婚
約
者
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
故
を
誘
発
さ
せ
る
た
め

の
細
工
に
陰
で
全
面
的
に
協
力
す
る
愛
人
（
ナ
ー
ス
布
川
麻
奈
美
、
内
山
理
名
が
演
じ
た
）
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
議
論
が
あ
っ
た
。

彼
女
が
協
力
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
、
男
に
利
用
さ
れ
騙
さ
れ
て
い
て
、
実
は
他
の
女
性
と
結
婚
す

る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
、
と
想
像
す
る
も
の
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
原
作
に
は
そ
の
間
の
事
情
が
書
か
れ
て
い
た
の
に
、

二
時
間
ド
ラ
マ
に
仕
立
て
る
た
め
に
省
略
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
も
の
も
あ
っ

た
。
多
く
の
視
聴
者
は
原
作
を
読
ま
ず
に
ド
ラ
マ
を
視
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
布
川
麻
奈
美
の
行
動
に
対
す
る
違
和
感
を
、
そ
の
よ

う
に
表
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
こ
の
布
川
麻
奈
美
は
原
作
に
は
い
な
い
。
『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』
は
、
犯
人
の
動
機
と
ト
リ
ッ
ク
を
解
い
て
い
く
こ

と
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
使
わ
れ
る
大
麻
草
に
つ
い
て
の
情
報
を
詳
し
く
正
確
に
盛
り
込
ん
だ
（
ド
ラ
マ
で
は
大
麻
は

使
わ
れ
な
か
っ
た
）
清
張
ら
し
い
硬
い
内
容
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
華
や
か
な
ド
ラ
マ
に
作
り
上
げ
る
た
め
に
布
川
麻
奈
美

は
登
場
し
た
。
創
作
さ
れ
た
登
場
人
物
で
あ
れ
ば
、
視
聴
者
が
疑
問
を
抱
か
な
い
よ
う
な
、
矛
盾
や
違
和
感
を
排
除
し
た
登
場
の
さ
せ
方

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
記
し
た
よ
う
な
視
聴
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
を
呼
ぶ
登
場
の
さ
せ
方
に
至
っ
た
理
由

は
、
制
作
側
が
、
他
の
清
張
作
品
に
見
え
る
印
象
的
な
女
性
を
モ
デ
ル
に
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
視
聴
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
不
自
然
さ
を
論
じ
た
こ
と
を
、
ま
ず
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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二
、
清
張
作
品
に
見
え
る
従
順
な
協
力
者
た
ち

　「
自
己
を
主
張
し
な
い
協
力
者
」
と
名
付
け
て
も
よ
い
そ
の
女
性
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
に
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
は
そ
の
原
型
が
『
点
と
線
』
５

の
「
お
時
」
、
『
砂
の
器
』
６

の
「
成
瀬
リ
エ
子
」
、
「
三
浦
恵
美
子
」
ら
に
代
表
さ
れ
る
協
力
者
で

あ
る
女
性
た
ち
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

「
協
力
者
」
と
言
っ
て
も
、
共
犯
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
積
極
的
に
協
力
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
役
割
を
担
う
の
は
、
「
妻
」
と
い
う

立
場
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
の
三
の
項
に
お
い
て
検
討
す
る
。
）
彼
女
た
ち
は
見
返
り
を
求
め

ず
、
「
献
身
的
」
と
い
う
形
容
さ
え
で
き
な
い
、
意
思
を
伴
わ
な
い
従
順
さ
で
犯
人
に
協
力
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
従
順
さ
は
、

決
し
て
彼
女
た
ち
に
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
時
に
は
、
殺
さ
れ
て
終
わ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

彼
女
た
ち
の
在
り
方
は
、
作
家
論
、
書
籍
の
解
説
等
に
お
い
て
、
多
く
の
文
芸
評
論
家
、
作
家
、
学
者
ら
に
よ
っ
て
、
非
常
に
好
意
的

に
、
そ
の
作
品
に
お
け
る
効
果
と
し
て
礼
賛
さ
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
、
そ
う
し
た
見
方
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

二
の
一
、『
点
と
線
』
―
お
時

　『
点
と
線
』
は
『
旅
』
一
九
五
七
年
二
月
号
か
ら
一
九
五
八
年
一
月
号
に
連
載
さ
れ
た
。
一
九
五
三
年
『
或
る
『
小
倉
日
記
伝
』
』
で

芥
川
賞
を
受
賞
し
、
一
九
五
六
年
に
新
聞
社
勤
務
か
ら
フ
リ
ー
に
な
っ
た
清
張
は
、
『
点
と
線
』
以
前
に
も
、
す
で
に
い
く
つ
か
ミ
ス
テ

リ
ー
の
手
法
を
使
っ
た
も
の
を
書
い
て
い
た
が
、
本
格
的
な
長
編
の
推
理
小
説
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
旅
』
は
Ｊ

Ｔ
Ｂ
の
機
関
紙
で
あ
っ
た
か
ら
、
掲
載
雑
誌
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
時
刻
表
を
駆
使
し
た
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク
を

題
材
に
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
な
の
で
、
ご
く
短
く
内
容
を
紹
介
す
る
。
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九
州
香
椎
で
情
死
事
件
が
発
生
す
る
。
死
亡
し
た
の
は
料
亭
「
小
雪
」
の
女
中
「
お
時
」
と
、
〈
目
下
、
あ
る
汚
職
事
件
が
摘
発
の

進
行
中
〉
（
〈　

〉
内
は
本
文
よ
り
の
引
用
を
示
す
。
以
下
同
じ
）
の
〈
×
×
省
課
長
補
佐
、
佐
山
憲
一
〉
で
、
ふ
た
り
は
同
じ
料
亭
の

仲
居
た
ち
に
東
京
駅
で
目
撃
さ
れ
て
い
る
た
め
、
心
中
旅
行
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
疑
問
を

抱
い
た
福
岡
署
刑
事
の
鳥
飼
重
太
郎
と
、
警
視
庁
警
部
補
の
三
原
紀
一
が
、
巧
妙
に
組
み
立
て
ら
れ
た
時
刻
表
の
ト
リ
ッ
ク
に
挑
み
、

情
死
に
見
せ
た
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
を
解
い
て
い
く
。
７

こ
こ
で
、
お
時
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
よ
う
。
犯
人
安
田
辰
郎
の
協
力
者
で
あ
り
、
被
害
者
と
な
る
（
情
死
と
見
せ
て
殺
害
さ
れ
る
）

お
時
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
も
非
常
に
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
時
に
つ
い
て
は
、
遺
体
の
引
き
取
り
人

と
し
て
出
頭
し
た
実
母
の
、
刑
事
部
長
の
質
問
に
答
え
た
内
容
が
、
彼
女
の
背
景
に
つ
い
て
の
唯
一
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

〈
ほ
ん
と
う
の
名
は
桑
山
秀
子
〉
と
い
う
こ
と
、
実
家
は
〈
秋
田
の
田
舎
〉
で
、
〈
古
く
か
ら
百
姓
を
〉
し
て
い
た
こ
と
、
本
人
は

〈
一
度
嫁
づ
〉
い
た
が
、
〈
亭
主
運
が
悪
く
、
別
れ
て
か
ら
は
ず
っ
と
東
京
に
出
て
働
い
て
〉
い
た
こ
と
、
「
小
雪
」
に
入
る
前
に
も

〈
二
三
度
お
店
を
変
わ
っ
た
よ
う
〉
だ
が
、
〈
便
り
も
一
年
に
二
回
か
三
回
ぐ
ら
い
で
、
ど
ん
な
暮
ら
し
方
を
し
て
い
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ

か
〉
ら
な
い
こ
と
。
８

こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
本
名
の
「
桑
山
秀
子
」
の
記
載
も
、
こ
こ
で
の
実
母
の
供
述
と
、
あ
と
一
度
、
こ
の
母
親
か
ら
の
電
報
の
返
信
に

〈
ヒ
デ
コ
ハ
ハ
カ
タ
ニ
イ
ツ
タ
コ
ト
ナ
シ
〉９

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

つ
い
で
、
「
小
雪
」
の
女
中
と
み
子
の
述
べ
た
内
容
も
、
〈
一
番
の
仲
よ
し
〉10

と
言
い
な
が
ら
、
し
っ
か
り
者
で
、
自
分
の
こ
と
は
あ

ま
り
話
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
は
、
な
ん
の
中
身
も
な
い
の
で
あ
る
。

記
述
の
少
な
さ
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
相
手
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
、
ふ
た
り
の
関
係
を
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
隠
し
続
け

（35）102
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る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
な
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
お
時
の
安
田
に
対
す
る
心
情
は
、
地
の
文
で
も
い
っ

さ
い
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
愛
人
お
時
に
対
す
る
安
田
の
気
持
ち
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
最
終
部
分

の
謎
解
き
に
あ
た
る
三
原
紀
一
警
部
補
の
手
紙
の
中
に
、
〈
安
田
に
と
っ
て
は
、
お
時
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
愛
情
も
な
く
、
ど
っ
ち
で
も
い

い
存
在
で
し
た
。
「
生
理
」
の
お
か
わ
り
は
い
く
ら
で
も
都
合
が
つ
き
ま
す
。
〉11

と
い
う
、
三
原
の
見
解
と
し
て
の
若
干
の
説
明
が
あ
る

ば
か
り
で
あ
る
。

「
松
本
清
張
小
説
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
一
巻
」
は
、
『
点
と
線
』
を
載
せ
て
い
る
が
、
編
集
を
し
た
阿
刀
田
高
が
、
巻
末
の
「
編
集
エ
ッ
セ

イ
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

実
を
言
え
ば
（
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
何
人
か
の
読
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
）
名
作
〈
点
と
線
〉
は
、
こ
の
周
辺
で
ケ

ア
レ
ス
・
ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
山
と
お
時
の
二
人
は
、
ど
う
い
う
理
由
で
十
五
番
線
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
並
ん
で
歩
き
、
親
し
げ
な
様
子
で
同
じ
列
車
に
乗
っ

た
の
か
、
こ
の
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
が
作
品
の
種
明
か
し
の
ペ
ー
ジ
を
い
く
ら
読
ん
で
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
お
気
づ
き
だ
ろ

う
か
。12

そ
し
て
、
そ
の
点
も
含
め
て
、
「
い
く
つ
か
の
瑕
瑾
は
あ
る
に
せ
よ
…
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
〈
点
と
線
〉
は
す
ば
ら
し
い
作
品
で

あ
っ
た
。
」
と
。

は
た
し
て
そ
う
な
の
か
、
と
考
え
て
み
る
。
安
田
の
指
示
に
よ
っ
て
、
お
時
が
ど
う
い
う
み
ご
と
な
演
技
で
佐
山
と
同
行
し
た
の
か
を

描
写
す
る
こ
と
は
、
お
時
の
性
格
や
人
間
性
の
一
端
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
清
張
は
そ
れ
を
し
な
い
の
だ
。
彼
女
の
意
思
や
感
情
に
つ
な

が
る
記
述
を
い
っ
さ
い
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
協
力
者
に
そ
れ
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
清
張

の
、
女
性
に
対
す
る
一
定
の
意
識
が
見
え
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
登
場
人
物
の
ど
れ
に
焦
点
を
あ
て
る
か
、
ど
の
立
場
に
共
感
を
持
つ
よ
う
に
も
っ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
記
述
の
多
寡
は

出
て
く
る
。
し
か
し
、
利
用
さ
れ
、
殺
さ
れ
る
被
害
者
に
対
し
て
、
そ
の
態
度
は
非
常
に
冷
淡
で
あ
る
。
事
件
を
追
及
す
る
立
場
の
鳥
飼

や
三
原
に
い
く
ら
か
語
ら
せ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
、
と
思
う
が
、
そ
れ
す
ら
な
か
っ
た
。

二
の
二
、『
砂
の
器
』
―
成
瀬
リ
エ
子
と
三
浦
恵
美
子

　
い
く
た
び
も
映
画
化
、
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
『
砂
の
器
』
に
も
、
協
力
者
の
女
性
が
登
場
す
る
。
犯
人
（
和
賀
英
良
）
が
殺
人
を
実
行
し

た
際
の
返
り
血
が
つ
い
た
シ
ャ
ツ
を
、
小
さ
く
刻
ん
で
紙
吹
雪
の
よ
う
に
列
車
の
窓
か
ら
散
ら
し
た
成
瀬
リ
エ
子
で
あ
る
。
彼
女
は
劇
団

の
事
務
員
で
、
シ
ャ
ツ
の
処
分
だ
け
で
な
く
、
犯
行
直
後
に
シ
ャ
ツ
に
変
え
て
か
わ
り
に
羽
織
る
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
、
劇
団
の
衣
装
部
か

ら
盗
ん
で
和
賀
に
わ
た
す
と
い
う
、
重
大
な
手
助
け
を
し
て
い
る
。
和
賀
に
は
、
有
力
政
治
家
の
娘
で
あ
る
婚
約
者
が
い
る
。
有
名
な
音

楽
家
で
あ
る
和
賀
の
婚
約
は
す
で
に
報
道
も
さ
れ
て
お
り
、
リ
エ
子
は
当
然
そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

彼
女
は
「
第
五
章　

紙
吹
雪
の
女
」
で
登
場
し
、
担
当
刑
事
の
今
西
栄
太
郎
と
吉
村
弘
が
こ
の
紙
吹
雪
の
正
体
を
よ
う
や
く
つ
き
と
め

た
こ
ろ
、
自
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
、
お
時
と
違
う
点
は
、
成
瀬
リ
エ
子
が
自
分
の
こ
と
ば
で
手
記
を
残
し
た
こ
と
で
あ
る
。
大
学

ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
手
記
に
は
、
〈
ど
の
ペ
ー
ジ
を
見
て
も
、
具
体
的
な
こ
と
は
、
一
つ
も
な
か
っ
た
〉
が
、
そ
の
心
情
が
綴
ら
れ
て
い

た
。
少
し
長
い
が
、
引
用
し
て
お
く
。

―
三
年
の
間
、
わ
た
し
た
ち
の
愛
は
つ
づ
い
た
。
け
れ
ど
も
築
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
何
も
な
い

ま
ま
に
つ
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
未
来
永
劫
に
と
彼
は
言
う
。
そ
の
空
疎
さ
に
わ
た
し
は
、
自
分
の
指
の
間
か
ら
砂
が
こ
ぼ
れ
落
ち

る
よ
う
な
虚
し
さ
を
味
わ
う
。
絶
望
が
、
夜
ご
と
の
わ
た
し
の
夢
を
鞭
う
つ
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
を
信
じ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
孤
独
な
愛
を
守
り
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
孤
独
を
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
そ
の
中
に
喜
び
を
持
た
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ね
ば
な
ら
な
い
。
自
身
の
築
い
た
は
か
な
い
も
の
に
、
自
分
で
と
り
す
が
っ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
愛
は
、
い
つ
も
わ
た
し
に

犠
牲
を
要
求
す
る
。
そ
の
こ
と
に
わ
た
し
は
殉
教
的
な
歓
喜
さ
え
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
未
来
永
劫
に
、
と
彼
は
言
う
。
わ
た
し
の
生

き
る
限
り
、
彼
は
そ
れ
を
つ
づ
け
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か

13

こ
れ
を
読
ん
で
、
後
味
の
悪
さ
と
強
い
違
和
感
を
持
つ
の
は
、
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
こ
の
愛
は
、
い
つ
も
わ
た
し
に
犠
牲
を
要

求
す
る
。
そ
の
こ
と
に
わ
た
し
は
殉
教
的
な
歓
喜
さ
え
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
な
ん
と
男
性
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
女
性
像
で
あ

ろ
う
か
。
き
わ
め
て
男
性
本
位
な
女
性
観
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

成
瀬
リ
エ
子
は
、
つ
ら
さ
を
自
ら
語
っ
て
い
る
点
で
お
時
と
は
相
違
す
る
が
、
男
性
本
位
の
女
性
観
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
は
、
明

ら
か
に
共
通
す
る
。

『
砂
の
器
』
に
は
、
も
う
ひ
と
り
、
和
賀
の
所
属
す
る
芸
術
家
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
評
論
家
の
関
川
重
雄
の
愛
人
で
あ
っ
た
三
浦
恵
美

子
が
い
る
。
恵
美
子
の
ほ
う
が
、
お
時
に
近
い
。
バ
ー
勤
め
で
身
寄
り
が
な
い
。
関
川
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
身
を
隠
し
、
住
居
を
変
え
、

決
し
て
従
順
さ
を
は
ず
さ
な
い
。
そ
し
て
、
妊
娠
し
、
こ
ど
も
を
産
み
た
い
と
い
う
、
は
じ
め
て
の
関
川
に
対
す
る
自
己
主
張
の
た
め
に

死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
三
浦
恵
美
子
に
つ
い
て
、
佐
藤
忠
男
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
女
が
関
川
の
命
令
に
あ
ま
り
に
従
順
で
す
ぐ
住
所
を
変
え
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
関
川
を
な
に
か
後
暗
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
読
者
に
疑
わ
せ
る
手
で
あ
り
、
つ
ま
り
読
者
に
関
川
を
犯
人
だ
と
思
い
込
ま
せ
る
推
理
小
説
と
し
て
の
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る

わ
け
だ
が
、
こ
う
い
う
女
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
こ
の
小
説
に
、
あ
る
哀
切
な
る
情
趣
を
そ
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。14

ま
た
、
こ
の
成
瀬
リ
エ
子
、
三
浦
恵
美
子
に
つ
い
て
、
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三
浦
恵
美
子
に
し
ろ
、
成
瀬
リ
エ
子
に
し
ろ
、
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
な
女
で
あ
り
、
孤
独
な
女
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
そ
の
あ
わ
れ

さ
か
ら
ぬ
け
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
下
ら
な
い
男
た
ち
に
ひ
っ
か
か
り
、
そ
の
男
た
ち
が
の
し
上
が
っ
て
ゆ
く
た
め
の
犠
牲
に
さ
れ

て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
中
略
…
…

彼
女
た
ち
が
、
い
か
に
も
哀
れ
げ
に
、
男
の
犯
行
を
手
伝
っ
た
り
、
男
の
意
の
ま
ま
に
動
い
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
も
一
種
の
余
韻
が

あ
る
。 

15

と
す
る
。
「
哀
切
な
る
情
趣
を
そ
え
る
」
、
「
一
種
の
余
韻
が
あ
る
」
と
は
、
い
か
に
も
文
学
的
に
す
ぐ
れ
た
効
果
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る

が
、
彼
女
ら
に
対
す
る
記
述
の
少
な
さ
、
つ
ま
り
、
彼
女
ら
の
寡
黙
さ
が
そ
う
思
わ
せ
て
い
る
、
ま
た
は
、
そ
う
言
う
し
か
な
い
、
と
言

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
視
点
を
惑
わ
せ
る
た
め
の
「
手
」
で
あ
れ
ば
、
推
理
作
家
が
そ
う
も
同
じ
手
を
使
い
は
し
な
い
は
ず
な
の
だ

が
、
清
張
作
品
に
は
よ
く
似
た
協
力
者
が
繰
り
返
し
出
て
く
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
も
っ
と
、
適
切
な
解
釈
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
こ
そ
、
清
張
の
も
つ
、
女
性
観
の
典
型
で
あ
る
と
。

さ
ら
に
佐
藤
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
女
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
も
っ
と
あ
き
ら
め
に
似
た
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
別
の
言
葉

で
言
え
ば
、
彼
女
た
ち
に
は
案
外
、
男
に
対
す
る
執
着
心
が
乏
し
く
、
も
と
も
と
一
人
ぼ
っ
ち
の
自
分
な
の
だ
か
ら
、
い
つ
ま
た
捨
て

ら
れ
て
一
人
ぼ
っ
ち
に
も
ど
っ
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。16

ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
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お
な
じ
よ
う
な
、
誰
か
に
頼
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
間
と
い
う
の
は
、
松
本
清
張
の
小
説
に
は
よ
く
出
て
く
る
し
、
ひ

じ
ょ
う
に
鮮
や
か
な
印
象
を
残
す
。17

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
ら
れ
る

18
が
、
納
得
で
き
な
い
点
が
多
い
。
頼
ら
ず
に
は
生
き
ら
れ
な
い
が
、
執
着
は
し
な

い
、
と
は
、
あ
く
ま
で
佐
藤
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
小
説
中
に
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
成
瀬
リ
エ
子
に
男
に
対
す
る
執
着
心
が
少
な

く
、
は
じ
め
か
ら
あ
き
ら
め
に
似
た
自
己
認
識
が
あ
っ
た
な
ら
、
愛
の
形
に
絶
望
し
て
自
殺
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
は
し
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。

た
だ
、
佐
藤
の
、
こ
の
よ
う
な
女
性
が
〈
清
張
の
小
説
に
は
よ
く
出
て
く
る
〉
と
、
認
め
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
う
、
よ
く

出
て
く
る
の
だ
。
ま
た
、
「
余
韻
」
「
印
象
」
と
い
う
表
現
自
体
、
そ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
を
も
っ
て
し
か
、
肯
定
に
持
っ
て
い
け
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
清
張
の
女
性
観
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
せ
ず
、
肯
定
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
評
価
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
の
三
、「
妻
」
と
い
う
協
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
『
点
と
線
』
安
田
亮
子
と
『
歪
ん
だ
複
写
』
尾
山
夫
人
―

　
こ
こ
で
、
『
点
と
線
』
に
お
け
る
も
う
一
人
の
協
力
者
で
あ
る
、
安
田
辰
郎
の
妻
亮
子
を
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
協
力
者
と
言
う
よ
り

共
犯
者
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
常
に
計
画
を
リ
ー
ド
す
る
主
犯
に
近
い
。
し
か
し
、
そ
の
動
機
に
自
身
の
欲
望
が
見
ら
れ
な
い
。

動
機
が
、
夫
の
権
力
欲
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
の
で
、
「
協
力
者
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
三
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原
警
部
補
の
手
紙
の
中
に
、
結
核
を
患
っ
て
い
た
亮
子
が
お
時
を
〈
公
認
の
二
号
さ
ん
〉
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
態
度
は
〈
夫
の
道
具
と

思
っ
て
割
り
き
っ
て
お
り
、
つ
い
で
に
情
死
の
道
具
に
も
し
〉
た
の
だ
か
ら
、
〈
や
は
り
意
識
の
底
で
は
好
感
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
〉
と
あ
っ
た
。19

た
だ
、
亮
子
の
意
思
も
、
動
機
は
あ
く
ま
で
「
夫
の
」
権
力
欲
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
権
力
の
も
と
に
あ
っ
て
、
自
分

も
そ
の
妻
と
し
て
権
力
の
中
に
身
を
置
き
、
満
足
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
意
思
自
体
が
ま
っ
た
く
表
さ
れ
な
い

お
時
と
は
少
し
違
う
が
、
男
性
の
意
志
を
自
身
の
意
思
に
置
き
換
え
、
そ
れ
に
従
う
協
力
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
つ
の
類
型
が
見
え

る
の
で
あ
る
。　

『
点
と
線
』
の
亮
子
の
よ
う
に
、
積
極
的
に
犯
罪
を
リ
ー
ド
す
る
が
、
そ
の
原
点
は
夫
の
動
機
に
従
っ
て
い
る
、
と
い
う
妻
の
こ
の
類

型
は
、
清
張
の
作
品
に
は
い
く
つ
か
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
も
の
に
、

『
歪
ん
だ
複
写
―
税
務
署
殺
人
事
件
―
』20

の
犯
人
尾
山
正
宏
の
妻
が
い
る
。
こ
の
小
説
は
、
税
務
署
内
の
悪
い
慣
行
に
起
因
す
る
殺
人

事
件
を
描
く
も
の
で
、
ま
さ
し
く
社
会
派
推
理
小
説
で
あ
る
。
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

脱
税
の
見
逃
し
と
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
の
収
賄
が
常
習
化
す
る
税
務
署
内
で
、
摘
発
の
対
象
と
な
っ
た
事
件
の
全
責
任
を
負
わ
さ

れ
、
退
職
さ
せ
ら
れ
た
沼
田
嘉
太
郎
は
、
自
分
が
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
脱
税
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
た
上
司
た
ち
を
調
べ
よ
う
と
す

る
。
そ
の
途
上
で
殺
さ
れ
、
腐
乱
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
事
件
を
新
聞
記
者
田
原
典
太
が
追
及
し
て
い
く
中
で
、

つ
ぎ
つ
ぎ
と
殺
人
事
件
が
起
こ
る
。

犯
人
尾
山
正
宏
は
、〈
東
大
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
、
上
級
国
家
公
務
員
の
試
験
を
パ
ス
し
、
本
省
筋
の
有
力
な
ヒ
キ
に
よ
っ
て
、〉21

大
蔵
官
僚
と
し
て
の
出
世
が
約
束
さ
れ
た
〈
三
十
そ
こ
そ
こ
の
若
さ
〉22

の
エ
リ
ー
ト
で
、
Ｒ
税
務
署
長
で
あ
る
。
出
世
コ
ー
ス
の
手
始

め
に
税
務
署
長
と
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
、
そ
の
出
世
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
犯
行
で
あ
っ
た
。
妻
は
行
李
に
入
れ
た
死

（41）96
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体
を
運
び
、
夫
の
犯
罪
を
隠
す
こ
と
に
協
力
す
る
役
割
を
担
う
。
こ
の
計
画
は
妻
が
発
案
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
彼
女
自
身

の
権
力
へ
の
執
着
は
明
確
で
は
な
く
、
権
力
に
固
執
す
る
夫
の
意
志
を
、
是
非
の
判
断
を
必
要
と
し
な
い
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
こ
で
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
推
察
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
わ
ざ
と
記
述
を
少
な
く
し
て
、
印
象
を
薄
く
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
い
う
推
測
が
出
て
き
そ
う
だ
が
、
お

そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。

私
は
、
二
の
一
で
、
お
時
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
尾
山
夫
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
名
が
ど
こ
を
探
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
出
番
の

少
な
い
情
報
提
供
者
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
登
場
人
物
に
フ
ル
ネ
ー
ム
で
名
前
が
き
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
人
に
は
フ
ァ
ー
ス

ト
ネ
ー
ム
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
わ
ず
か
数
ペ
ー
ジ
に
し
か
出
て
こ
な
い
情
報
提
供
者
と
、
尾
山
夫
人
に
つ
い
て
、
若
干
の
比
較
を
行
い
、
主
張
の
根
拠
と
し
た

い
。
情
報
提
供
者
は
、
姓
名
が
〈
須
永
と
も
子
〉
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
初
登
場
時
の
記
述
に
は
、
〈
十
九
か
二
十
ぐ
ら
い
の
、
顔
に
は

ま
だ
ど
こ
か
稚
い
線
が
残
っ
て
い
る
若
い
女
性
〉
と
あ
り
、
〈
低
い
が
よ
く
徹
る
声
〉
を
し
て
い
て
、
〈
簡
単
な
洋
装
で
、
そ
れ
ほ
ど
い
い

身
な
り
で
は
な
い
が
、
小
ざ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
〉
。
喫
茶
店
で
出
さ
れ
た
ケ
ー
キ
は
〈
わ
る
び
れ
ず
に
そ
の
一
つ
を
皿
に
と
っ
た
〉
。
情

報
提
供
と
い
う
場
面
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
会
話
の
数
は
三
十
を
超
え
る
。23

一
方
の
尾
山
夫
人
は
、
女
房
、
妻
と
し
か
な
く
、
名
前
は
見
え
な
い
。
初
登
場
時
の
印
象
と
し
て
、
〈
故
岩
村
次
官
の
娘
で
あ
ろ
う
。

色
の
白
い
、
い
か
に
も
育
ち
の
良
い
顔
で
、
背
も
す
ら
り
と
し
て
高
い
の
で
あ
る
。
〉
と
記
す
。
須
永
と
も
子
の
ほ
う
が
丁
寧
に
人
物
描

写
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
尾
山
夫
人
の
発
話
は
、
コ
ー
ヒ
ー
を
盆
に
の
せ
て
出
て
き
た
と
き
の
〈
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
せ
〉
一
語
の
み
で
あ
っ
た
。24

『
歪
ん
だ
複
写
』
に
お
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
本
文
の
中
に
「
協
力
者
」
の
語
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
文
出
現

順
に
次
に
記
す
。
田
原
典
太
が
、
事
件
の
真
相
に
気
づ
い
た
後
、
同
僚
と
交
わ
し
た
会
話
で
は
、
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「
こ
ん
な
や
さ
し
い
顔
を
し
て
い
て
、
あ
ん
な
犯
罪
に
加
担
し
た
な
ど
と
は
、
夢
に
も
想
像
さ
れ
な
い
ね
」

「
す
べ
て
、
亭
主
が
か
わ
い
い
か
ら
さ
」

「
そ
う
か
な
、
お
れ
も
、
そ
れ
く
ら
い
の
女
房
を
も
ち
た
か
っ
た
よ
」25

と
あ
り
、
謎
解
き
部
分
の
会
話
中
に
も
、

「
彼
の
細
君
も
献
身
的
な
協
力
を
し
た
わ
け
さ
」26

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
犯
行
の
一
部
始
終
を
記
し
た
犯
人
尾
山
の
手
紙
の
中
に
は
、

「
私
は
三
つ
の
殺
人
を
犯
し
て
い
る
。
協
力
者
は
妻
だ
っ
た
。

も
は
や
、
私
た
ち
の
前
途
は
死
よ
り
ほ
か
に
無
か
っ
た
。
妻
は
私
の
絶
望
を
聞
い
て
、
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
を
言
い
出
し
た
。
私
は
承

知
し
た
。
私
は
妻
に
感
謝
し
た
い
。
妻
こ
そ
私
の
気
持
ち
を
一
番
理
解
し
、
私
を
愛
し
て
く
れ
た
こ
の
世
の
中
の
唯
一
の
女
で
あ

る
。
」27

と
あ
っ
た
。
「
愛
し
て
く
れ
た
」
と
言
う
が
、
そ
れ
を
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
は
、
本
文
中
に
は
一
切
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
い

ず
れ
の
登
場
人
物
の
発
言
も
、
自
己
を
主
張
せ
ず
、
夫
の
動
機
や
心
情
に
従
う
協
力
者
と
い
う
特
徴
に
矛
盾
し
な
い
。

（43）94
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二
の
四
、
そ
の
他
の
作
品
に
見
え
る
協
力
者
に
つ
い
て

ほ
か
に
も
『
不
安
な
演
奏
』28

の
秋
芳
夫
人
、『
渡
さ
れ
た
場
面
』29

の
真
野
信
子
、『
白
い
闇
』30

の
田
所
常
子
、『
乱
灯
江
戸
影
絵
』31

の
お
里
な
ど
が
、
協
力
者
の
特
徴
を
備
え
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
上
、
二
の
一
か
ら
二
の
三
に
あ

げ
た
よ
う
な
大
き
な
役
割
で
の
、
類
似
す
る
登
場
の
し
か
た
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
謎
と
き
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

秋
芳
夫
人
は
、
夫
で
あ
る
秋
芳
武
治
の
政
治
的
地
位
を
守
る
た
め
に
、
夫
の
弱
み
を
握
る
殺
人
犯
に
奴
隷
の
よ
う
に
仕
え
る
。
妻
で
あ

る
協
力
者
の
性
格
を
は
っ
き
り
と
担
う
が
、
推
理
小
説
の
中
で
、
事
件
の
解
明
に
か
か
わ
る
役
回
り
で
は
な
い
。

真
野
信
子
は
、
恋
人
に
尽
く
し
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
秘
密
を
守
り
、
殺
さ
れ
た
こ
と
さ
え
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
い
。
「
お
時
」
や

「
三
浦
恵
美
子
」
に
非
常
に
似
て
い
る
。
小
説
の
盗
作
を
犯
罪
に
結
び
つ
け
て
描
か
れ
た
『
渡
さ
れ
た
場
面
』
は
、
清
張
の
「
創
作
ヒ
ン

ト
・
ノ
ー
ト
」
の
メ
モ
で
は
〈
林 
芙
美
子
を
志
す
女
〉
と
あ
り
、
作
家
志
望
の
旅
館
の
女
中
が
逗
留
中
の
作
家
の
原
稿
を
盗
作
し
、
そ

れ
を
懸
賞
小
説
に
応
募
し
入
選
す
る
設
定
に
な
っ
て
い
た
。32

そ
れ
が
、
旅
館
の
女
中
信
子
は
作
家
志
望
の
恋
人
に
原
稿
の
反
古
を
清
書

し
て
渡
す
役
に
変
わ
っ
て
い
る
。
山
本
明
は
そ
こ
に
注
目
し
、
社
会
性
は
あ
る
が
、
盗
作
を
社
会
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

と
述
べ
る
。33

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
清
張
は
、
協
力
者
の
女
性
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
白
い
闇
』
は
短
編
で
あ
る
た
め
、
雰
囲
気
は
少
し
異
な
る
が
、
田
所
常
子
も
、
真
野
信
子
と
お
な
じ
よ
う
に
、
「
お
時
」
「
三
浦
恵
美

子
」
に
似
た
存
在
で
あ
っ
た
。
自
分
が
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
と
も
知
ら
ず
、
恋
人
の
言
う
が
ま
ま
に
協
力
し
、
秘
密
を
保
持
す
る
女
性

で
あ
る
。

『
乱
灯
江
戸
影
絵
』
は
、
時
代
小
説
な
の
で
、
鯖
江
の
宿
で
下
働
き
を
し
て
い
た
お
里
が
、
権
力
争
い
に
ま
き
こ
ま
れ
て
命
を
お
と
す

こ
と
に
な
る
、
と
い
う
設
定
は
、
現
代
も
の
に
比
べ
て
違
和
感
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
何
も
知
ら
さ
れ
ず
疑
う
こ

と
も
な
く
、
お
庭
番
の
青
木
文
十
郎
を
旅
の
絵
師
と
信
じ
、
協
力
す
る
女
性
で
あ
る
。34
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三
、
清
張
の
女
性
観
に
つ
い
て

　
以
上
の
分
析
か
ら
確
認
で
き
た
清
張
文
学
に
協
力
者
と
し
て
登
場
す
る
女
性
た
ち
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
彼
の
女
性
観
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
い
と
思
う
。

自
己
を
主
張
し
な
い
で
、
善
悪
の
判
断
も
自
分
か
ら
は
せ
ず
に
、
男
性
の
求
め
る
標
的
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
標
的
と
し
、
男
性
の
動

機
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
従
順
に
行
動
す
る
。
そ
れ
が
愛
人
で
あ
る
場
合
と
、
妻
で
あ
る
場
合
と
で
は
、
表
面
上
の
違
い
が
あ
る
が
、

ベ
ー
ス
に
流
れ
る
も
の
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
上
は
、
自
ず
と
彼
女
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
が
少
な
く
な
る
。
彼
女
た

ち
は
、
概
し
て
孤
独
で
あ
っ
て
、
他
と
親
し
い
関
係
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
秘
密
を
保
持
す
る
に
好
都
合
な
設
定
で
も
あ
り
、

だ
れ
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
利
用
さ
れ
、
被
害
者
と
も
な
り
や
す
い
存
在
で
あ
る
。

そ
の
従
順
さ
は
、
と
り
わ
け
愛
人
に
強
要
さ
れ
る
。
所
謂
水
商
売
に
身
を
置
く
女
性
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
彼
女
た
ち
は
、
陽

の
当
た
る
場
所
に
出
る
こ
と
を
決
し
て
望
ま
ず
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
陰
の
立
場
を
受
け
入
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
男
性
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
徹
底
し
て
秘
密
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
に
も
話
さ
ず
秘
密
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
く
て
も
、
現
実

に
は
少
な
い
と
思
う
の
だ
が
。

そ
こ
に
は
、
水
商
売
の
女
性
に
対
す
る
蔑
視
が
明
ら
か
に
あ
る
。
ま
た
、
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
男
性
側

が
寛
容
で
あ
っ
て
さ
え
、
過
去
の
職
業
や
経
験
に
つ
い
て
自
分
自
身
を
許
せ
ず
後
悔
し
続
け
る
女
性
が
描
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

る
。
そ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
、
総
じ
て
男
性
に
と
っ
て
き
わ
め
て
都
合
の
よ
い
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
の
心
情
を
全
く
描
か

な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
清
張
の
女
性
観
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

清
張
が
こ
の
よ
う
な
女
性
を
理
想
と
し
た
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
女
性
が
い
い
、
と
い
う
よ

り
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
女
性
が
一
般
的
に
多
く
存
在
す
る
と
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
ほ
う
が
い
い
。
た
だ
、
そ
の
認
識
の
根

底
に
は
、
男
性
本
位
で
前
時
代
的
な
無
意
識
の
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

（45）92
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多
田
道
太
郎
は
、
〈
組
織
人
と
し
て
の
「
透
明
」
と
個
人
と
し
て
の
「
不
透
明
」
と
〉
が
、
清
張
作
品
の
根
底
に
あ
る
と
す
る
。35

こ

れ
は
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
る
。
「
不
透
明
」
な
部
分
は
い
か
に
も
脆
く
、
そ
れ
は
、
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
強
く
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
え
な
い
、
と
言
う
。
男
性
に
比
べ
て
組
織
に
属
す
る
こ
と
の
少
な
い
彼
女
た
ち
の
属
性
も
、
こ
の
、
「
不
透
明
」
な
部
分
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
清
張
作
品
で
は
、
こ
の
、
組
織
人
と
し
て
「
透
明
」
で
あ
る
は
ず
の
個
人
の
脆
さ
が
主
題
に
な
る
も
の
の
方
が
、
圧

倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
多
田
の
見
解
は
、
清
張
作
品
の
根
底
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
般
論
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

作
田
啓
一
は
、
『
霧
の
旗
』36

を
と
り
あ
げ
、
兄
の
弁
護
を
断
っ
た
弁
護
士
大
塚
欽
三
に
復
讐
を
企
て
る
ヒ
ロ
イ
ン
柳
田
桐
子
に
つ
い

て
、〈
純
粋
な
単
独
者
〉
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
、
桐
子
は
〈
都
市
化
が
生
み
出
す
客
観
的
な
孤
独
〉〈
他
者
の
理
解
を
拒
絶
す
る
孤
独
〉
の

な
お
奥
層
に
あ
る
〈
実
存
的
孤
独
〉
に
あ
っ
て
、〈
他
者
か
ら
理
解
さ
れ
た
い
と
い
う
願
望
を
最
初
か
ら
捨
て
て
い
る
〉
と
分
析
し
た
。37

桐
子
は
協
力
者
と
い
う
役
割
で
は
な
く
、
兄
の
た
め
に
一
人
で
復
讐
を
決
行
す
る
女
性
で
あ
る
が
、
描
き
方
は
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
言
い
訳
め
い
た
大
塚
弁
護
士
の
気
持
ち
や
、
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
の
記
載
は
か
な
り
あ
る
の
だ
が
、
主
人
公
で
あ
る
桐
子
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
心
情
が
語
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
桐
子
の
場
合
は
、
行
動
の
前
提
と
な
る
状
況
が
明
白
な
の
で
、
推
測
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
っ
た
。
作
田
氏
の
分
析
す
る
人
物
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
は
、
実
は
記
述
の
少
な
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

清
張
作
品
で
は
、
権
力
を
欲
し
て
犯
罪
が
あ
り
、
権
力
か
ら
遠
い
場
所
に
い
る
者
、
た
と
え
ば
、
所
謂
た
た
き
あ
げ
の
刑
事
や
純
粋
な

正
義
感
を
維
持
し
て
い
る
若
い
記
者
、
売
れ
な
い
作
家
な
ど
が
そ
の
犯
罪
を
見
破
っ
て
い
く
と
い
う
構
図
が
よ
く
出
て
く
る
。
彼
は
決
し

て
弱
者
を
踏
み
に
じ
る
タ
イ
プ
の
作
家
で
は
な
い
。

清
張
文
学
で
は
自
身
が
そ
の
重
要
性
を
語
っ
た
と
お
り
、
犯
人
の
動
機
や
、
そ
の
周
り
の
人
々
の
心
情
、
ま
た
、
追
い
詰
め
て
い
く
刑

事
や
記
者
た
ち
の
生
き
様
な
ど
、
人
間
に
対
す
る
興
味
深
い
洞
察
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
心
情
を
描
か
れ
な
い
協
力
者
の

女
性
た
ち
は
、
あ
る
意
味
、
印
象
に
残
る
た
め
、
佐
藤
や
作
田
の
、
「
余
韻
を
残
し
、
印
象
に
残
り
、
作
品
の
効
果
に
貢
献
す
る
」
と
い

う
見
解
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

91（46）



松本清張の女性観について　（小南）

こ
れ
ら
の
評
価
、
あ
る
い
は
見
解
は
、
作
品
を
肯
定
し
高
評
価
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
、
ま
さ
に
修
辞
で
あ
り
、
清
張
の
女
性
観
を

と
ら
え
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

松
本
清
張
の
作
品
に
接
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
あ
る
タ
イ
プ
の
女
性
に
出
会
っ
た
と
き
に
感
じ
た
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
悲
し
さ
が
、

今
回
の
研
究
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
論
文
、
全
集
・
諸
書
籍
の
解
説
な
ど
が
、
そ
れ
ら
を
、
ミ
ス
テ
リ
ー
効
果
を
高
め
る
も

の
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
も
疑
問
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
、
山
蔭
昭
子
先
生
の
最
終
講
義
「
女
性
文
学
と
の
出
会
い
」
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
講
義
の
あ
と
、
そ

れ
ま
で
に
私
が
感
じ
て
い
た
、
清
張
の
作
品
中
に
見
え
る
女
性
の
描
き
方
に
対
す
る
違
和
感
に
つ
い
て
、
少
し
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
、
ぜ
ひ
何
か
に
書
い
て
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
な
に
ぶ
ん
専
門
外
の
こ
と
で
、
ど
う
ま
と
め
れ
ば
よ
い
か
と

迷
っ
て
い
る
う
ち
に
、
時
間
ば
か
り
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
、
と
て
も
十
分
と
は
言
え
な
い
が
、
よ
う
や
く
発
表
す
る
こ
と
が
で
き

た
。自

己
を
主
張
し
な
い
愛
情
と
い
う
も
の
を
、
否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
心
情
、
生
き
方
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
定
の
類
型
を
も
っ
て
、
設
定
さ
れ
て
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
、
作
者
の
女
性
観
が
現
れ
て
く
る
。
清

張
作
品
に
登
場
す
る
愛
人
と
い
う
立
場
の
女
性
た
ち
の
多
く
は
、
意
思
を
持
た
ず
（
表
明
し
な
い
も
の
も
含
め
て
）
、
従
順
に
男
性
の
犯

罪
に
協
力
し
、
妻
は
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
夫
の
権
力
欲
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
、
や
は
り
犯
罪
に
協
力
し
た
。

今
回
の
研
究
で
は
、
協
力
者
に
焦
点
を
あ
て
た
が
、
清
張
の
小
説
に
は
、
ほ
か
に
も
特
徴
の
あ
る
女
性
の
類
型
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』38

『
霧
の
旗
』
『
黒
皮
の
手
帳
』39

な
ど
に
は
、
だ
れ
に
も
頼
ら
ず
、
た
だ
一
人
で
犯
罪
を
決
行
す
る
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女
性
た
ち
が
登
場
す
る
。
彼
女
た
ち
に
つ
い
て
は
、
協
力
者
と
の
類
似
点
も
見
ら
れ
、
興
味
深
い
点
が
あ
る
が
、
機
会
を
あ
ら
た
め
た

い
。ミ

ス
テ
リ
ー
の
手
腕
、
歴
史
へ
の
深
い
造
詣
、
社
会
権
力
へ
の
批
判
、
洞
察
な
ど
で
高
く
評
価
さ
れ
、
今
な
お
、
映
画
化
、
ド
ラ
マ
化

さ
れ
る
普
遍
性
を
も
つ
作
家
松
本
清
張
の
、
そ
れ
ら
の
評
価
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
一
面
を
考
察
す
る
視
座
と
し

て
、
ま
た
、
女
性
学
の
立
場
か
ら
、
さ
さ
や
か
な
提
言
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

〈
注
〉

１　

阿
刀
田
高
『
短
編
小
説
の
レ
シ
ピ
』
（
集
英
社
新
書
）
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月

郷
原
宏
『
清
張
と
そ
の
時
代
』
双
葉
社
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月　

な
ど　

２　

松
本
清
張
『
黒
い
手
帖
』
（
中
公
文
庫
）
所
収
「
推
理
小
説
の
魅
力
」
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
四
年
六
月
、
一
八
頁
（
初
出
誌

『
随
筆　

黒
い
手
帖
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
九
月
）

３　

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館　

http://w
w

w.kid.ne.jp/seicho/　
〈
最
終
検
索
日　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
〉

館
報
の
ほ
か
、
研
究
奨
励
事
業
を
お
こ
な
い
、
「
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
研
究
報
告
書
」
を
刊
行
し
て
い
る
。

４　

松
本
清
張
没
後
２
０
年
ド
ラ
マ
ス
ペ
シ
ャ
ル
『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』
。
テ
レ
ビ
朝
日
開
局
五
十
五
周
年
記
念
で
も
あ
っ
た
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
放
映
。

原
作
は
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
三
巻
所
収
『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
八
三
年
六
月　

（
初
出
誌
『
週
刊

文
春
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
号
〜
一
九
八
一
年
二
月
二
六
日
号
）

５　

『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
巻
所
収
『
点
と
線
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
一
年
四
月
（
初
出
誌
『
旅
』
日
本
交
通
公
社
・
Ｊ
Ｔ
Ｂ
、

一
九
五
七
年
二
月
号
〜
一
九
五
八
年
一
月
号
）
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６　

『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
巻
所
収
『
砂
の
器
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
一
年
九
月
（
初
出
誌
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
読
売
新
聞

社
、
一
九
六
〇
年
五
月
一
七
日
〜
一
九
六
一
年
四
月
二
〇
日
）

７　

前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
巻
、
一
五
頁
、
一
七
頁

８　

同
右
書　

二
四
頁

９　

同
右
書　

三
四
頁

10　

同
右
書　

二
四
頁

11　

同
右
書　

一
一
一
頁

12　

阿
刀
田
高
・
編
集
『
松
本
清
張
小
説
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
五
月
、
三
五
六
頁

13　

前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
巻
、
一
七
九
頁　

こ
の
文
は
作
品
中
に
若
干
の
異
同
を
も
っ
て
二
度
繰
り
返
し
出
て
く
る
が
、
リ
エ

子
の
自
殺
後
に
発
見
さ
れ
た
―
と
い
う
場
面
で
使
わ
れ
た
も
の
を
引
用
し
て
い
る
。

14　

佐
藤
忠
男
「
解
説
」　

前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
巻
所
収

15　

同
右
書　

四
四
二
頁

16　

同
右
書　

四
四
三
頁

17　

同
右
書　

四
四
一
頁
、
四
四
二
頁

18　

尾
崎
秀
樹
は
、
社
会
的
な
歪
み
が
強
く
か
か
っ
て
い
る
が
た
め
に
女
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

る
、
と
分
析
し
（
『
松
本
清
張
全
集
』
第
二
巻
「
解
説
」
四
六
八
頁
）
、
権
田
萬
治
は
、
水
商
売
の
女
性
の
描
き
方
が
う
ま
い
作
家
で

あ
る
、
と
評
価
し
（
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
七
巻
「
解
説
」
四
七
〇
頁
、
お
よ
び
、
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
二
巻
「
月
報
」
七

頁
）
、
虫
明
亜
呂
無
は
、
作
品
と
同
様
の
現
実
が
常
に
自
分
の
周
囲
で
も
起
こ
っ
て
い
る
と
感
じ
る
女
性
読
者
た
ち
の
限
り
な
い
共

感
を
呼
ぶ
（
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
二
巻
「
解
説
」
四
四
九
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
、
三
好
行
雄
は
、
消
え
て
ゆ
く
女
の
あ
わ
れ
が

深
い
（
『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
六
巻
「
解
説
」
五
二
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
若
干
、
揶
揄
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、
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小
関
三
平
が
清
張
の
女
性
観
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
（
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
六
巻
「
解
説
」
五
〇
七
頁
）

19　

前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
巻
、
一
一
一
頁

20　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
一
巻
所
収
『
歪
ん
だ
複
写
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
年
五
月
（
初
出
誌
『
小
説
新
潮
』
一
九
五
九

年
六
月
号
〜
一
九
六
〇
年
一
二
月
号
）
の
ち
に
『
歪
ん
だ
複
写
―
税
務
署
殺
人
事
件
―
』
と
し
て
文
庫
化

21　

同
右
書　

四
八
頁

22　

同
右
書　

六
四
頁

23　

同
右
書　

三
〇
頁
、
三
一
頁
、
三
三
頁

24　

同
右
書　

七
四
頁

25　

同
右
書　

二
一
七
頁

26　

同
右
書　

二
二
一
頁

27　

同
右
書　

二
三
〇
頁
、
二
三
一
頁

28　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
一
巻
所
収
『
不
安
な
演
奏
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
年
六
月
（
初
出
誌
『
週
刊
文
春
』
株
式
会
社

文

藝
春
秋
、
一
九
六
一
年
三
月
一
三
日
号
～
一
二
月
二
五
日
号
）

29　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
〇
巻
所
収
『
渡
さ
れ
た
場
面
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
八
二
年
一
二
月
（
初
出
誌
『
週
刊
新
潮
』
新
潮

社
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
号
～
七
月
一
五
日
号
）

30　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
三
六
巻
所
収
『
白
い
闇
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
三
年
二
月
（
初
出
誌
『
小
説
新
潮
』
新
潮
社
、

一
九
五
七
年
八
月
号
）

31　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
九
巻
所
収
『
乱
灯
江
戸
影
絵
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
九
五
年
八
月
（
初
出
誌
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
三
月
二
一
日
号
～
一
九
六
四
年
四
月
二
九
日
号
、
原
題
『
大
岡
政
談
』
）

32　

松
本
清
張
『
作
家
の
手
帖
』
所
収
「
創
作
ヒ
ン
ト
・
ノ
ー
ト
」
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
八
一
年
三
月
、
一
五
頁
（
初
出
誌
『
小
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説
新
潮
』
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
二
月
号
～
三
月
号
）

33　

山
本
明
「
解
説
」
（
前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
四
〇
巻
、
四
三
二
頁
）

34　

川
本
三
郎
は
、
こ
の
お
里
と
文
十
郎
の
妻
の
雪
の
存
在
を
、
こ
の
小
説
の
か
す
か
な
救
い
で
あ
る
と
し
、
「
松
本
清
張
の
小
説
で
は

い
つ
も
女
性
が
美
し
い
。
」
と
「
解
説
」
を
結
ん
で
い
る
。
（
前
掲
『
松
本
清
張
全
集
』
第
五
九
巻
、
四
四
五
頁
）

35　

多
田
道
太
郎
「
解
説
」
『
黒
い
画
集
』
（
新
潮
文
庫
）
新
潮
社
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
、
六
二
〇
頁
―
六
二
四
頁

多
田
は
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
巻
の
「
解
説
」
に
お
い
て
も
、
「
透
明
」
を
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
清
張
作
品
を
読
み
解
こ

う
と
し
て
い
る
。
（
四
九
一
頁
）

36　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
一
九
巻
所
収
『
霧
の
旗
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
一
年
七
月

37　

作
田
啓
一
『
恥
の
文
化
再
考
』
所
収
「
大
衆
の
中
の
孤
独
」
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
一
月
、
六
一
頁

38　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
三
巻
所
収
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
株
式
会
社

文
藝
春
秋
、
一
九
七
一
年
五
月
（
初
出
誌
『
宝
石
』
一
九
五
八
年
三
月

号
〜
一
九
六
〇
年
一
月
号　

原
題
『
零
の
焦
点
』
）

39　
『
松
本
清
張
全
集
』
第
四
二
巻
所
収
『
黒
皮
の
手
帖
』
一
九
八
九
年
一
〇
月
（
初
出
誌
『
週
刊
新
潮
』
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
一
一

月
一
六
日
号
〜
一
九
八
〇
年
二
月
一
四
日
号
）

※
多
く
の
作
品
は
文
庫
化
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
は
お
も
に
『
松
本
清
張
全
集
』
全
六
六
巻
（
株
式
会
社

文
藝
春
秋
）
に
よ
っ
た
。

注
で
は
、
初
出
誌
を
合
わ
せ
て
記
し
て
い
る
。
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Seicho Matsumoto’s View of Female: 

As can be Seen from the Female Accomplices in his Works

 Seicho Matsumoto is very famous as a social mystery writer. His novels were 
often made into movies and dramas. Female accomplices often appear typically 
in his novels.

Seicho said “It’s important to the story of the mystery to describe the 
motivation of the culprit in more detail.”  But he didn’t write the motivations of 
female accomplices. Why not?

In this study, I consider Seicho’s view of female in his works.

Atsuko KOMINAMI
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