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ー
ワ
ー
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紀
行
文
学

都
市

記
憶

語
り

視
点

モ
ス
ク
ワ

����宮
本
百
合
子

(

一
八
九
九
―
一
九
五
一
年
／
明
治
三
十
二
―
昭
和
二
十
六
年)

の

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
一
九
二
七

(

昭
和
二)

年
か
ら
三
十

(

昭
和
五)

年
に
か
け
て
ソ
連
に
滞
在
し
た
、
著
者
の
当
時
の
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
書
か
れ

た
紀
行
文
で
あ
る
。
最
初
の
結
婚
と
離
婚
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
自
伝
的
長
編
小
説

『

伸
子』

を
発
表
後
の
二
七
年
、
宮
本
は
ロ
シ
ア
文
学
者
湯
浅
芳
子
と
と
も
に
ソ

連
に
遊
学
し
、
さ
ら
に
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
や
、
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ロ
ン
ド

ン
、
パ
リ
、
そ
し
て
ク
リ
ミ
ヤ
方
面
へ
と
足
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
る
が
、
宮
本
の

大
き
な
思
想
的
転
機
と
な
る
の
が
、
こ
の
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
な
ど
の
西
欧
旅
行
で

あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
モ
ス
ク
ワ
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
社
会
主
義
的
な
観
点
か
ら

こ
の
都
市
の
情
景
を
見
つ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
実
際
、『

モ
ス
ク
ワ
印

象
記』

に
収
め
ら
れ
た
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
紀
行

文
や
評
論
文
に
も
、
西
欧
旅
行
を
境
に
明
ら
か
な
変
調
が
見
ら
れ
る
。
三
十

(

昭

和
五)

年
の
帰
国
後
、
特
に
左
翼
系
作
家
や
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
宮
本
は
ソ

連
を
実
地
見
聞
し
た
最
初
の
女
性
作
家
と
も
て
は
や
さ
れ
、
当
時
最
盛
期
に
あ
っ

た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
の
旗
手
と
し
て
文
学
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
思
想
的
転
換
点
を
迎
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宮
本
百
合
子
文
学

の
研
究
面
で
も
、
こ
の
ソ
連
滞
在
は
重
視
さ
れ
る
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
満
三
年
に
わ
た
る
ソ
連
滞
在
期
の
う
ち
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、

｢
日
記｣

に
よ
れ
ば
、
一
九
二
八

(

昭
和
三)

年
五
月
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る

(
１)
。
宮
本
が
七
日
間
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
旅
を
経
て
モ
ス
ク
ワ
の
地
を
踏
ん

だ
の
は
、
二
七
年
十
二
月
二
五
日
と
い
う
年
末
だ
っ
た
が
、
当
時
の
ソ
連
の
情
勢

を
見
て
み
る
と
、
そ
の
頃
革
命
十
年
を
経
た
ソ
連
は
、
レ
ー
ニ
ン
没
後
の
大
き
な
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転
機
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
経
済
面
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
指
導
下
に
、
い
わ

ゆ
る

｢

上
か
ら
の
革
命｣

に
よ
る
工
業
化
と
農
業
集
団
化
が
強
行
さ
れ
、
ま
た
文

化
面
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
を
代
表
す
る
文
芸
団
体
が
、
ロ
シ
ア
・
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
作
家
協
会
か
ら
の
攻
撃
・
断
罪
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
宮
本
が

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

を
執
筆
し
た
時
期
は
、
ソ
連
が
ま
さ
に
社
会
主
義
の
理
念

を
信
じ
、
そ
の
実
現
を
目
指
す
活
力
に
あ
ふ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
大
き
な
転
換

期
を
迎
え
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
ソ
連
に
到
着
し
て
か
ら
約
半
年
後
で
あ

り
、
メ
ー
デ
ー
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
文
中
の
メ
ー
デ
ー
の
様
子
が
描

か
れ
た
一
場
面
も
、
こ
う
し
た
時
期
的
な
対
応
を
裏
付
け
て
い
る
。

本
多
秋
五
は
、
宮
本
百
合
子
の
文
学
活
動
を
五
期
に
分
け
て
概
観
し
て
い
る

(

２)

が
、

そ
れ
に
従
え
ば
、
こ
の
旅
行
記
は
、
第
三
期

(

ソ
連
遊
学
〜
宮
本
顕
治
の
検
挙)

の
前
半
、
す
な
わ
ち
ソ
連
遊
学
時
代
の
文
学
活
動
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
明
確
な

社
会
主
義
思
想
と
そ
の
活
動
へ
の
転
換
を
迎
え
る
、
西
欧
旅
行
の
直
前
の
時
期
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
遊
学
は
、
当
初
、
湯
浅

芳
子
の
志
の
実
現
に
同
行
す
る
形
で
な
さ
れ
て
お
り
、
出
発
前
に

｢

自
分
が
な
ぜ

今
ソ
連
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か｣

、
そ
の
動
機
が
見
え
な
く
な
り
、
不

満
を
た
め
こ
む
様
子
が
日
記
に
記
さ
れ
て
も
い
る
。
後
年
、
宮
本
自
身
、｢

モ
ス

ク
ワ
印
象
記｣

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

一
九
二
八
年
の
春
の
終
わ
り
に
書
い
た

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

で
は
、
ま
だ

階
級
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
勝
利
の
意
味
を
把
握
し
て
い
な
か
っ

た
わ
た
し
が
三
〇
年
に
は
、
明
瞭
に
そ
の
観
点
に
立
っ
て
書
い
て
い
る
こ
と

も
、
二
篇

(

本
稿
執
筆
者
注
…
も
う
一
篇
は
三
〇
年
の

｢

子
供
・
子
供
・
子

供
の
モ
ス
ク
ワ｣)

を
対
比
し
て
み
て
、
興
味
が
あ
る
。

(

３)

こ
の
記
述
か
ら
も
、
西
欧
旅
行
を
境
に
そ
の
思
想
的
転
換
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に

明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト

上
の
変
化
が
、
宮
本
百
合
子
文
学
の
研
究
史
に
お
い
て
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

を
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
通
り
、
宮
本
百
合
子
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
代
表
的
な
女
性
作
家
・

評
論
家
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
社
会
主
義
思
想
を
介
し
た
ソ
連
と
の
か

か
わ
り
に
焦
点
を
あ
て
た
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
作
家
主

体
の
文
脈
に
こ
の

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

の
テ
ク
ス
ト
を
お
い
た
場
合
、
ソ
連
と

い
う
記
号
が
社
会
主
義
思
想
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
前
提
の
も
と

で
は
、
思
想
的
な
〈
目
覚
め
〉
よ
り
前
に
執
筆
さ
れ
た
、
こ
の
思
想
的
輪
郭
の
曖

昧
な
、
か
つ
観
光
色
の
強
い
紀
行
文
の
評
価
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
紀
行
文
と
見
ら
れ
て
き
た
た
め
か
、
先
行
す
る
作
品

研
究
で
は
、
ロ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
体
験
を
長
編
小
説
化
し
た
、
後
の

『

道

標』

へ
と
結
実
す
る
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
ま
た
作
家
の
伝
記
的
研
究
に
お

い
て
は
日
記
や
エ
ッ
セ
イ
の
代
補
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

一
方
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
、
一
つ
の
完
結
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
日
本
の
紀

行
文
学
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

(

４)

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

が
執
筆
・
発
表
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代

お
よ
び
続
く
三
〇
年
代
は
、
個
人
に
よ
る
海
外
へ
の
観
光
旅
行
が
本
格
的
に
始
ま
っ

た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
二
〇
年
代
に
空
前
の
好
景
気
に
恵
ま
れ
た
日
本

の
情
勢
や
、
交
通
機
関
や
宿
泊
設
備
が
発
達
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
的

状
況
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
比
べ
、

外
国
旅
行
の
門
戸
が
広
く
開
か
れ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
か
ら
、
パ

リ
や
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
そ
し
て
上
海
と
い
っ
た
、〈
異
国
の
都
市
〉

の
紀
行
文
学
や
旅
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
開
花
し
た
中
に
、
こ
の

｢

モ
ス
ク
ワ
印

象
記｣
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
り
し
も
、
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
成

立
し
た
新
し
い
国
家
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
が
、
未
知
の
社
会
主
義
国
と
し
て
日

本
の
人
々
の
興
味
を
呼
ん
だ
時
期
で
も
あ
り
、
宮
本
百
合
子
が
ソ
連
で
実
際
に
見

聞
き
し
た
こ
と
を

｢
印
象
記｣

と
し
て
、
日
本
で
発
表
す
る
こ
と
に
期
待
が
寄
せ
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ら
れ
、
改
造
社
が
執
筆
の
依
頼
を
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
期
待
を
担
っ
た

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
作
家
宮
本
百
合

子
の
〈
実
体
験
〉
を
〈
事
実
〉
と
し
て
、
新
生
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
〈
現
実
〉
が
書
か

れ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
日
記
や
回
想
と
い
っ
た
、
よ
り
事
実

性
が
高
い
と
さ
れ
る
他
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
限
り
に
お
い
て
、｢

モ
ス
ク
ワ

印
象
記｣

に
記
さ
れ
た
時
期
や
滞
在
先
と
の
間
に
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
モ
ス
ク
ワ
の
ロ
シ
ア
国
立
図
書
館
東
洋
文
庫

(��������������
����������������������������������������������)

所
蔵
の
宮
本
百

合
子
の
著
書
に
、『

モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

(

東
京
民
報
出
版
社
、
一
九
四
九
年)

が

あ
る

(

５)

。
同
館
所
蔵
の
本
書
の
扉
に
は
、｢

在
日
Ｖ
・
Ｏ
・
Ｋ
・
Ｓ
代
表
／
シ
ェ
ヴ
ェ

ク
オ
フ
様
／
一
九
四
九
年
七
月
／
宮
本
百
合
子｣

と
い
う
、
著
者
直
筆
の
献
辞
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う����
と
は
、����
(

＝�
‾ ���������

�
‾ �����������
‾ ����������
‾ ���������������)
、
す
な
わ
ち
全
ソ
対
外
文

化
連
絡
協
会
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は
、
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
、
一
九

五
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
当
時
の
外
国
の
文
化
人
が
ソ
連
に
滞
在
す
る
際
に
両

者
取
り
持
つ
斡
旋
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
本
テ
ク
ス
ト
に
も

����
が
登
場
し
、
係
員
と
や
り
と
り
を
交
わ
す
く
だ
り
が
あ
る
。
ソ
連
で
の
滞

在
経
験
を
も
と
に
綴
っ
た
本
書
が
、
刊
行
後
ま
も
な
く
、
著
者
自
身
に
よ
り
、

����
の
一
員
と
し
て
日
本
に
駐
在
す
る
シ
ェ
ヴ
ェ
コ
フ
に
対
し
、
返
礼
と
い
う

形
で
贈
ら
れ
た
と
い
う
〈
事
実
〉
を
、
こ
の
扉
の
献
辞
は
物
語
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
一
九
二
八(

昭
和
二)

年
の
宮
本
百
合
子
の
ソ
連
外
遊
に
、����
が
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
本
テ
ク
ス
ト
に
〈
事
実
〉
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

だ
が
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
一
つ
の
完
結
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
検
討

し
た
場
合
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
間
を
行
き
交
う
よ
う
に
し

な
が
ら
、
巧
み
に
構
成
さ
れ
て
い
る
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
紀
行
文
は
、

そ
の
性
質
上
、
旅
の
経
験
の
〈
記
憶
〉
を
い
か
に
〈
語
る
〉
か
と
い
う
問
題
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
。
宮
本
百
合
子
が
経
験
し
た
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
は
、
ま
さ
に
ロ
シ
ア

革
命
後
の
未
来
国
家
建
設
の
気
運
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
ソ
連
で
あ
っ
た
。
ロ
シ

ア
か
ら
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
へ
、
そ
の
体
制
の
転
換
期
に
、
地
名
が
変
わ
り
旧
体
制
の
象

徴
的
建
造
物
が
破
壊
さ
れ
新
体
制
に
応
じ
た
も
の
へ
と
建
て
か
え
ら
れ
た
り
、
看

板
を
つ
け
か
え
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
、
モ
ス
ク
ワ
の
あ
ち
こ
ち

で
起
こ
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
国
民
の
記
憶
を
新
た
な
歴
史
的
物
語
へ
と
国
家
が

編
制
し
て
い
く
過
程
で
、
都
市
の
景
観
、
す
な
わ
ち
地
名
や
建
造
物
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
視
覚
表
象
も
塗
り
か
え
ら
れ
て
い
く
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

を
取
り
上
げ
、
そ
こ

で
こ
う
し
た
都
市
の
記
憶
が
ど
の
視
点
か
ら
い
か
に
語
ら
れ
る
の
か
を
問
題
と
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
外
国
人
旅
行
者
の
ま
な
ざ
し
が
投
射
さ
れ
構
築
さ
れ
た
都

市
空
間
と
、
ま
た
そ
れ
を
語
る
語
り
手
お
よ
び
視
点
人
物
と
い
う
、
二
つ
の
観
点

か
ら
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
。
こ
れ
を
通
し
て
、
一
見
、
旅
の
印
象
を
漫
然
と
綴
っ

た
か
に
見
え
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
紀
行
文
の
ス
タ
イ
ル
を
と
り
つ
つ
、
意
識
的

に
構
成
さ
れ
物
語
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

���������������
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
、
都
市
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
風
景
を

い
か
に
切
り
取
り
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
、
テ
ク
ス

ト
の
都
市

｢

モ
ス
ク
ワ｣

を
構
築
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
寓
居
を
起
点
と
し
て
、
大
き
く
二
部
構
成
を
と
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
の
主
な
語
り
手
で
あ
る

｢

日
本

女｣
の

｢

わ
た
し｣

が
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
て
い
た
時
期
が
前
半
部
で
あ
り
、
ま
た
、

共
同
家
屋
の
下
宿
へ
の
引
っ
越
し
後
が
後
半
部
で
あ
る
。
前
半
部
で
の
主
な
ト
ピ
ッ

ク
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
気
候
、
昨
今
の
人
口
急
増
問
題
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
観
光
シ
ス

テ
ム
、
ロ
シ
ア
文
化
論

(｢

深
さ｣

｢

大
き
さ｣)

で
あ
る
。
後
半
部
で
の
主
な
ト
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ピ
ッ
ク
に
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
下
の
メ
ー
デ
ー
や
新
教
育
、
急
速
な
工
業
化
を

め
ぐ
る
南
ロ
シ
ア
の
情
報
と
い
っ
た
時
事
情
報
が
い
っ
そ
う
盛
り
込
ま
れ
る
。
一

見
で
は
、
テ
ク
ス
ト
執
筆
当
時
、
つ
ま
り
〈
現
在
〉
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
像
が
形
作

ら
れ
る
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
都
市
空
間
を
詳
細
に
検
討
す
る
時
、
そ
れ
と
は
異

な
る
都
市
モ
ス
ク
ワ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
の

｢

印
象
記｣

に
特
徴
的
な
の
は
、
建
造
物
や
地
名
が
構
成
す
る
都
市
の
景

観
を
意
味
の
集
積
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
物
語
を
作
り
出
し
て
い
る
点
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
各
々
テ
ク
ス
ト
の
前
半
部
と
後
半
部
に
記
さ
れ
た
地
名
や
建
造

物
に
つ
い
て
、
各
々
登
場
順
に
列
挙
し
た
も
の
を
左
表
に
示
す
。

こ
う
し
た
都
市
の
要
素
が
、
テ
ク
ス
ト
に
は
並
べ
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ

は
ラ
ン
ダ
ム
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
新
体

制
と
ロ
シ
ア
旧
体
制
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
分
類
し
て
み
る
と
、
前
半
部
と
後

半
部
そ
れ
ぞ
れ
に
、
新
体
制
と
旧
体
制
お
よ
び
各
々
の
文
化
に
ま
つ
わ
る
象
徴
的

空
間
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(

６�

。
た
と
え
ば
、
前
半
部
に
は
③
中
央
電

信
局
⑦
製
菓
工
場
ク
ラ
ー
ス
ナ
ヤ
・
オ
ク
チ
ャ
ー
ブ
リ

(

赤
い
十
月)

と
い
っ
た

新
体
制
の
代
表
的
建
築
と
と
も
に
、
⑥
対
外
文
化
連
絡
協
会

(

ヴ
オ
ク
ス)

⑮
赤

い
広
場
⑱
革
命
博
物
館
な
ど
、
新
体
制
の
象
徴
的
空
間
へ
と
意
味
づ
け
を
変
え
ら

れ
た
、
旧
体
制
の
建
造
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
半
部
に
は
、
⑤
ア
ル

バ
ア
ト
広
場
の
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
特
別
な
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
新
体
制
を
象

徴
す
る
場
と
と
も
に
、
宗
教
を
禁
じ
る
新
体
制
に
対
抗
す
る
旧
体
制
の
〈
遺
物
〉

③
④
⑥
⑪
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院
が
並
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
風
景
か

ら
切
り
取
っ
た
視
覚
的
要
素
を
、
新
体
制
と
旧
体
制
と
い
う
対
立
的
な
二
項
に
、

便
宜
上
振
り
分
け
た
場
合
、
そ
れ
ら
が
前
半
部
と
後
半
部
の
各
画
面
に
並
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
新
体
制
と
旧
体
制
の
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
内
包
す
る

都
市

｢

モ
ス
ク
ワ｣

は
、
両
義
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
前
半
部
と
後
半
部
そ
れ
ぞ
れ
に
、
都
市
の
象
徴
的
視
覚
表
象
と
記
憶

が
絡
み
合
う
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。

前
半
部
の
末
尾
で
、｢

わ
た
し｣

は

｢

復
活
祭
の
夜
、
チ
エ
ホ
フ
が
そ
の
欄
干

に
よ
つ
て
モ
ス
ク
ワ
の
寺
院
の
鐘
が
一
時
に
鳴
り
出
す
の
を
き
い
た
と
い
う
カ
ー

メ
ン
ヌ
イ
・
モ
ス
ト

(

石
橋)

の
方
か
ら
あ
る
い
は
猟
人
リ
ヤ
ー
ド
の
方
か
ら
、

ク
レ
ム
リ
ン
の
ク
ラ
ー
ス
ナ
ヤ
・
プ
ロ
シ
ー

(

マ
マ)

チ
ヤ
ジ

(

赤
い
広
場)

へ
出
る｣

(
二
十
四
頁)

。
そ
し
て
、
目
前
に
広
が
る
建
造
物
か
ら
、
次
の
よ
う
な
風
景
を
幻

視
す
る
。

こ
ゝ
の
景
色
は
変
だ
。
印
象
的
に
空
ば
か
り
見
え
る
ク
レ
ム
リ
ン
の

城
門
は
、
な
ぜ
一
直
線
に
広
場
の
首
切
台
に
向
つ
て
開
い
て
い
な
け
れ
ば
い
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①
ト
ウ
エ
ル
ス
カ
ヤ
の
大
通

②
中
央
出
版
所

③
中
央
電
信
局

④
ホ
テ
ル
・
パ
ツ
サ
ー
ジ

⑤
マ
ー
ラ
ヤ
・
ニ
キ
ー
ツ
カ
ヤ
通
り

⑥
対
外
文
化
連
絡
協
会(

ヴ
オ
ク
ス)

⑦
製
菓
工
場
ク
ラ
ー
ス
ナ
ヤ
・
オ
ク

チ
ヤ
ー
ブ
リ

(

赤
い
十
月)

⑧
芸
術
座

⑨
ト
ウ
エ
ル
ス
カ
ヤ
通
り

⑩
ニ
キ
ー
ツ
キ
ー
門

⑪
ホ
テ
ル
・
サ
ボ
イ

⑫
石
橋(

カ
ー
メ
ン
ヌ
イ
・
モ
ス
ト)

⑬
猟
人
リ
ヤ
ー
ド

⑭
ク
レ
ム
リ
ン

⑮
赤
い
広
場

⑯
レ
ー
ニ
ン
廟

⑰
首
切
台

⑱
革
命
博
物
館

ホ
テ
ル
宿
泊
期

前
半
部

①
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
ス
キ
ー
広
場

②
ク
レ
ム
リ
ン

③
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院

④
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院

⑤
ア
ル
バ
ア
ト
広
場

⑥
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院

⑦
ク
レ
ム
リ
ン

⑧
ス
ト
ラ
ス
ナ
ー
ヤ
広
場

⑨
ニ
キ
ー
ツ
キ
ー
門(

ヴ
ア
ロ
ー
タ)

⑩
モ
ス
ク
ワ
河

⑪
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院

共
同
家
屋
下
宿
期

後
半
部

表 テクストにあらわれる地名・建造物



け
な
い
の
だ
ろ
う
。
首
切
台
は
、
円
形
で
高
い
。
ぐ
る
り
を
パ
ラ
ペ
ツ
ト

(

胸
壁)

が
と
り
ま
い
て
い
る
。
一
方
に
出
入
口
が
あ
つ
て
、
石
段
か
ら
、

斬
ら
れ
る
人
間
が
首
を
の
ば
し
た
小
さ
い
台
と
、
鎖
の
た
ぐ
ま
り
が
雪
に
見

え
る
。
プ
ガ
チ
ヨ
フ
以
来
、
い
く
つ
も
人
間
の
首
が
こ
の
台
の
上
で
、
皇
帝

の
ま
さ
か
り
で
打
ち
落
さ
れ
た
。
裁
き
は

｢

神
の
ご
と
く｣

こ
の
空
な
る
門

か
ら
首
切
台
ま
で
下
ろ
さ
れ
る
と
い
う
象
徴
か
。

ク
レ
ム
リ
ン
の
城
壁
か
ら
は
、
赤
い
広
場
と
首
切
台
に
向
つ
て
黄
金
の
十

字
架
と
皇
帝
の
紋
章
が
林
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
叫
喚
に
似
て
い
る
。
見

廻
す
と
、
赤
い
広
場
を
遠
巻
き
に
し
て
、
ほ
と
ん
ど
八
方
の
空
に
十
字
架
が

聳
え
て
い
る
。
十
字
架
は
こ
の
広
場
で
平
和
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
。
恐
怖

を
語
つ
て
い
る
。
民
衆
の
恐
怖
と
支
配
者
の
魂
に
あ
つ
た
恐
怖
を
示
し
て
い

る
。
民
衆
は
つ
め
か
け
る
、
海
の
よ
う
に
。
首
切
台
で
ま
さ
か
り
は
も
う
砥

が
れ
た
。
血
は
雪
に
浸
み
る
で
あ
ろ
う
。
神
よ
！

わ
れ
ら
の
父
ツ
ア
ー

(

皇
帝)

よ
！
慈
愛
深
き
ツ
ア
リ
ー
ツ
ツ
ア

(
皇
后)

よ
！

城
壁
は
厚
い
。

内
な
る
人
は
見
え
な
い
。
門
は
閉
る
。
す
べ
て
に
た
い
す
る
慰
安
と
答
え
と

は
、
黄
金
の
十
字
架
と
鷲

坊
主
と
兵
士
が
与
え
る
で
あ
ろ
う

(

？)

(

二
十
五
頁)

つ
ま
り
、
こ
こ
で

｢

わ
た
し｣

は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
象
徴
的
空
間
で
あ
る

｢

赤

い
広
場｣

や｢

ク
レ
ム
リ
ン｣

を
通
し
て
、
旧
体
制
の
公
的
記
憶
を
遡
及
的
に
語
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、｢

わ
れ�
は
革
命
博
物
館
に
お
け
る
よ
り
数
倍

の
現
実
的
効
果
で
、
一
九
二
八
年
の
赤
い
広
場
に
前
時
代
の
史
的
実
証
を
み
る
の

で
あ
る｣
(

二
十
五
―
六
頁)

と
い
う
言
説
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

赤
い
広
場｣

は
、｢｢

こ
れ
は
も
つ
と
も
だ
。
ロ
シ
ア
に
オ
ク
チ
ヤ
ー
ブ
リ

(

十

月)

が
あ
っ
た
の
は
。
そ
し
て
、
こ
の
沢
山
な
十
字
架
と
鷲
と
の
上
に
こ
ん
に
ち

一
片
の
赤
旗
が
高
く
翻
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は｣

と
。
彼
は
理
解
あ

る
旅
行
者
と
し
て
、
は
ね
返
さ
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
お
も
し
が
、
ロ
シ
ア
の
民
衆
の

上
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る｣

(

二
十
六
頁)

と
い
う
よ
う
に
、〈
外
国
人
〉
〈
旅
行

者
〉
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

に
ロ
シ
ア
の
国
民
的
記
憶
を
共
有
さ
せ
る
力
を
持
つ
場

と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
博
物
館
と
い
う
設
え
ら
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
記
憶

よ
り
も
、
む
し
ろ
旧
体
制
か
ら
新
体
制
へ
と
そ
の
記
号
的
意
味
を
変
え
ら
れ
た
、

こ
う
し
た

｢

赤
い
広
場｣

と
い
う
都
市
の
視
覚
要
素
こ
そ
が
、｢

ロ
シ
ア
の
こ
の

深
さ
、
底
な
き
心
が
歴
史
的
実
証
と
な
つ
て
立
つ
て
居｣

(

二
十
四
頁)

る
〈
記

憶
〉
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
現
在
か
ら
過
去
へ
と
向
か
う
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
現
在
の
眼
前
の
出
来
事

(

光
景)

が
過
去
の
史
的
事
件
か
ら
現
在
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
過

去
と
現
在
は
連
続
性
を
持
つ
も
の
と
な
り
、
表
層
的
な
都
市
モ
ス
ク
ワ
の
視
覚
要

素
が
、
テ
ク
ス
ト
の
都
市
空
間
を
重
層
的
に
立
ち
上
げ
て
い
く
力
を
帯
び
て
く
る

と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
後
半
部
に
お
い
て
も
、
前
半
部
と
同
様
に
、
旧
体
制
の
象
徴
的
空
間
で

あ
る
ロ
シ
ア
正
教
会
の
総
本
山
が
、
そ
れ
を
遺
物
と
見
な
す
新
体
制
の
記
号
的
人

間
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
こ
と
を
示
す
場
面
が
お
か
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院
の
大
理
石
の
い
し
だ
ゝ
み
の
上
で
は
群
集
の
う
ち

に
小
ぜ
り
合
い
が
あ
つ
た
。
プ
ラ
ト
ー
ク
を
か
ぶ
つ
た
若
い
女
が
、
遠
く
の

祭
壇
の
儀
式
の
様
子
を
眺
め
よ
う
と
し
て
聖
旗
に
つ
か
ま
り
そ
の
台
に
の
つ

か
つ
て
伸
び
上
つ
た
。
…

(

中
略)

…

プ
ラ
ト
ー
ク
を
か
ぶ
つ
た
女
は
動
か
ず
、
周
囲
の
人
群
を
見
下
し
て
恐
ろ

し
い
顔
を
し
た
。
そ
し
て
低
い
早
口
の
悪
態
を
投
げ
つ
け
た
。
同
じ
聖
旗
に

つ
か
ま
つ
て
い
た
も
う
一
人
の
女
が
静
か
に
そ
こ
か
ら
下
り
そ
う
に
し
た
。

プ
ラ
ト
ー
ク
の
女
は
そ
の
腕
を
と
ら
え
、
下
ろ
さ
な
い
。
彼
女
の
上
半
身
が
、

恐
ら
く
は
ク
ラ
ブ
の
新
教
育
と
ゝ
も
に
心
臓
の
あ
る
肋
骨
の
す
れ�
下
の

と
こ
ろ
ぐ
ら
い
ま
で
教
会
ス
ラ
ヴ
語
か
ら
脱
皮
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
…

(

中
略)
…
С
С
С
Р
婦
人
市
民
ら
し
く
闘
志
つ
よ
き
彼
女
は
な
ぜ
そ
の
よ
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う
に
熱
烈
に
一
尺
五
寸
の
足
台
が
ほ
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
小
半
町
も
遠

い
か
な
た
の
祭
壇
で
往
つ
た
り
来
た
り
す
る
大
ろ、
う、
そ、
く、
の
か
が
や
き
と
僧

冠
の
天
辺
だ
け
を
群
集
の
頭
越
し
に
眺
め
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

か
。
彼
女
が
革
命
ま
で
に
食
べ
た
復
活
祭
の
色
つ
け
た、
ま、
ご、
の
数
だ
け
、
彼

女
の
う
ち
で
鐘
の
音
と
ゝ
も
に
よ
み
が
え
る
な
に
も
の
か
が
あ
る
の
だ
。
非

常
に
微
妙
な
な
に
も
の
か
、
説
明
し
が
た
い
な
に
も
の
か
が
彼
女
を
狩
り
立

て
る
。
聖
旗
台
に
よ
じ
登
ら
せ
る
。
僧
正
が
十
字
架
を
さ
ゝ
げ
て
か
ゞ
ん
だ

り
伸
び
た
り
す
る
そ
の
光
景
を
見
な
い
で
は
、
С
С
С
Р
の
新
文
化
の
大
気

中
に
三
分
の
一
だ
け
脱
皮
し
た
彼
女
の
魂
が
た
ん
の
う
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

(

三
十
四
―
六
頁)

こ
こ
に
は
、
国
民
的
記
憶
と
個
人
的
記
憶
の
ず
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
政
治
体
制
や
新
教
育
に
よ
っ
て
、｢
ク
ラ
ブ
の
新
教
育
と
ゝ
も
に
心
臓

の
あ
る
肋
骨
の
す
れ�
下
の
と
こ
ろ
ぐ
ら
い
ま
で
教
会
ス
ラ
ヴ
語
か
ら
脱
皮｣

す
る
ほ
ど
、
い
か
に
国
民
的
記
憶
が
塗
り
替
え
ら
れ
よ
う
と
も
、｢

彼
女
が
革
命

ま
で
に
食
べ
た
復
活
祭
の
色
つ
け
た、
ま、
ご、
の
数｣

と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
集
合
的

記
憶
な
い
し
個
人
的
記
憶
に
よ
っ
て
、｢

彼
女
の
う
ち
で
鐘
の
音
と
ゝ
も
に
よ
み

が
え
る
な
に
も
の
か｣

｢

非
常
に
微
妙
な
な
に
も
の
か
、
説
明
し
が
た
い
な
に
も

の
か
が
彼
女
を
狩
り
立
て｣

、〈
今
・
こ
こ
〉
に
あ
る
現
在
の
意
味
は
変
え
ら
れ
る
。

そ
の
回
路
こ
そ
が
、｢

聖
旗
台
に
よ
じ
登
ら
せ
る｣

行
動
へ
と

｢

女｣

を
駆
り
立

て
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、
主
要
視
点
人
物
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

の
引
っ
越
し
を
軸
に
、
テ
ク

ス
ト
を
前
半
部
と
後
半
部
に
分
け
た
場
合
、
都
市
の
視
覚
的
要
素
の
新
と
旧
と
い

う
二
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
ブ
ロ
ー
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
よ
う
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
前
半
部
と
後
半
部
そ
れ
ぞ
れ
に
、
都
市
の
視
覚

要
素
と
記
憶
が
重
な
り
合
う
場
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
用
意
さ
れ
、
そ
の
現
在
か

ら
向
け
る
過
去
へ
の
ま
な
ざ
し
を
介
し
て
、
過
去
と
現
在
は
連
続
性
を
有
す
る
も

の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
複
層
的
に
都
市
空
間
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
て
ば
、
前
半
部
と
後
半
部
は
、
合
わ
せ

鏡
の
よ
う
に
、
対
を
な
す
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

����������������
こ
の
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
実
在
の
地
名
が
意
図
的
に
挿
入

さ
れ
て
い
る
都
市
小
説
で
も
な
く
、
外
国
の
情
勢
な
ど
を
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
報
告
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
も
な
く
、
ま
た
旅
の
記
録
を
日
ご
と
書
き

留
め
た
日
記
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
書
き
手
の
経
験
を
も
と
に
綴
ら
れ
た
、
あ
る

都
市
に
つ
い
て
の

｢

印
象
記｣

、
す
な
わ
ち
〈
記
憶
〉
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
は
、
異
国
の
都
市
の
〈
視
察
者
〉
で
は
な
く
、〈
外
国
人
〉

〈
旅
行
者
〉
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
明
確
に
意
識
し
た
語
り
手
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
、
た
と
え
ば
、｢

モ
ス
ク
ワ
に
き

て
わ
た
し
の
深
く
感
じ
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
С
С
С
Р

(

ソ

ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦)

が
外
国
人
の
旅
行
者
に
た
い
し
て
、
ど
ん
な
行

届
い
た
観
光
の
案
内
役
を
設
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ｣

(

十
一
頁)

や
、｢

ロ

シ
ア
の
生
活
は
つ
よ
い
感
情
、
つ
よ
い
思
索
、
意
志
す
る
な
ら
ば
強
大
な
意
志
を

要
求
し
て
旅
行
者
の
魂
に
ま
で
よ
せ
て
来
る｣

、(

二
十
三
頁)

、｢

モ
ス
ク
ワ
の
街

裏
に
あ
る
小
さ
い
、
古
い
御
堂
の
あ
る
も
の
は
実
に
理
性
な
き
美
で
通
り
す
が
り

の
旅
行
者
を
も
魅
す
る｣

(

三
十
二
頁)

、
ま
た

｢

私
は
一
人
の
外
国
人
だ
。
昔
の

ロ
シ
ア
を
知
ら
な
い
。
ロ
シ
ア
民
族
史
中
も
つ
と
も
活
動
的
な
、
テ
ム
ポ
の
速
い

現
代
に
お
い
て
、
群
衆
の
都
会
モ
ス
ク
ワ
に
住
ん
で
い
る｣

(

二
十
三
頁)

と
い

う
部
分
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

(

７)

。

し
か
も
、
そ
の
〈
旅
行
者
〉
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

は
、
前
半
部
に
お
か
れ
た
次

の
引
用
箇
所
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ス
ク
ワ
を
紹
介
し
つ
つ
、
読
者
に
都
市

空
間
を
仮
想
体
験
さ
せ
る
〈
ガ
イ
ド
〉
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
。
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モ
ス
ク
ワ
の
停
車
場
へ
下
り
る
。
午
後
三
時
ま
で
の
時
間
で
あ
つ
た
ら
、

彼
は
タ
ク
シ
ー
を
や
と
い
、
真
直
、
マ
ー
ラ
ヤ
・
ニ
キ
ー
ツ
カ
ヤ
通
の
対
外

文
化
連
絡
協
会
へ
行
け
ば
よ
い
。
元
は
金
持
の
商
人
の
邸
宅
で
あ
つ
た
そ
の

建
物
の
、
下
の
広
間
の
、
隅
の
事
務
机
に
向
つ
て
歩
け
。
そ
こ
に
は
髪
の
黒

い
、
眼
の
大
き
く
美
し
い
二
十
七
歳
の
女
が
坐
つ
て
い
る
。
彼
が
日
本
語
と

イ
タ
リ
ア
語
以
外
の
言
葉
を
話
せ
ば
、
翌
朝
か
ら
彼
が
ち
ょ
う
ど
茶
を
飲
み

終
つ
た
と
い
う
時
刻
に
、
協
会
か
ら
ガ
イ
ド
が
派
遣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼

が
二
日
モ
ス
ク
ワ
に
い
る
な
ら
そ
の
二
日
で
、
一
日
だ
と
云
え
ば
そ
の
一
日

中
に
、
ガ
イ
ド
に
よ
つ
て
С
С
С
Р
風
の
観
光
―
工
場
、
革
命
博
物
館
、
基

本
的
小
学
校
、
農
民
の
家
、
さ
ら
に
夜
は
大
劇
場
の
桟
敷
に
な
ら
ぶ
モ
ス
ク

ワ
風
俗
ま
で
見
せ
て
貰
う
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。

(

十
一
―
十
二
頁)

こ
の
〈
ガ
イ
ド
〉
の
語
り
に
よ
っ
て
、
読
者
は

｢

外
国
人
の
旅
行
者｣

で
あ
る

｢

彼｣

に
視
点
を
同
化
し
、
語
り
手
が
所
有
し
て
い
た
〈
体
験
〉
を
模
倣
し
、
テ

ク
ス
ト
の
〈
現
実
〉
を
モ
ス
ク
ワ
の
〈
事
実
〉
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
確
か
に
、｢

印
象
記｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
、〈
事
実
〉
を
報
告
す
る
、
ま
た
は
〈
事
実
〉
か
ら
受
け
る
印

象
を
記
録
す
る
と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
形
式
を
と
る
か
の
よ

う
な
身
振
り
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
時
折
回
想
に
よ
っ
て
時
間
が
前
後
す
る

も
の
の
、
日
記
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
時
系
列
順
に
出
来
事
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
語
り
手
や
視
点
人
物
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
単

な
る
リ
ニ
ア
な
展
開
で
は
な
く
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
大
部

分
が

｢

わ
た
し｣

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
視
点
人
物
は

｢

わ
た
し｣

で
あ
り
、
語
り
手
は

｢

わ
た
し｣

で
あ
る
部
分
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
、

視
点
が

｢

わ
た
し｣

に
お
か
れ
な
い
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
場
面
で
は
じ
ま
る
。

ト
ウ
エ
ル
ス
カ
ヤ
の
大
通
を
左
へ
入
る
。
角
の
中
央
出
版
所
に
は
ト
ル
キ

ス
タ
ン
文
字
の
出
版
広
告
が
張
り
出
さ
れ
、
午
後
は
、
飾
窓
に
通
行
人
が
た

か
つ
て
人
間
と
猫
の
内
臓
模
型
を
あ
か
ず
な
が
め
る
。
緑
色
の
円
い
だ
つ
た

ん
帽
を
か
ぶ
つ
た
辻
待
ち
そ
り
の
馭
者
が
、
そ
の
人
だ
か
り
を
白
髯
の
な
か
ゝ

ら
な
が
め
て
い
る
。

中
央
電
信
局
の
建
築
が
、
ほ
と
ん
ど
出
来
あ
が
つ
た
。
材
料
置
場
の
小
舎

を
雪
が
覆
つ
て
い
る
。
ト
タ
ン
の
番
小
屋
の
き
の
こ
屋
根
も
白
く
凍
つ
て
い

る
。

ダ
ワ
イ
！

ダ
ワ
イ
！

ダ
ワ
イ
！

馬
そ
り
が
六
台
つ
な
が
つ
て
、
横
道
へ
入
つ
て
き
た
。
セ
メ
ン
ト
袋
を
つ

ん
で
い
る
。
工
事
場
の
木
戸
の
内
へ
一
台
ず
つ
入
れ
ら
れ
た
。
番
兵
は
裾
長

外
套
の
肩
に
銃
を
吊
つ
て
い
る
。

長
靴
に
二
月
の
雪
を
ふ
み
し
め
、
番
兵
は
右
に
歩
く
。
し
か
し
歩
哨
の
地

点
か
ら
は
遠
く
去
ら
ず
、
彼
は
口
笛
を
吹
い
た
。
交
代
に
間
が
あ
る
。
日
曜

に
踊
つ
た
女
の
肩
か
ら
左
に
歩
く
。
ふ
い
と
心
の
首
を
持
ち
あ
げ
た
時
、
番

兵
は
向
う
側
の
歩
道
を
ゆ
く
二
人
の
女
を
見
た
。
大
股
に
雪
の
上
を

自

分
の
女
の
記
憶
の
上
を
踏
み
し
め
る
の
を
瞬
間
忘
れ
て
、
番
兵
は
自
分
の
目

前
を
見
つ
ゞ
け
た
。

｢

キ
タ
ヤ
ン
キ

(

中
国
女)

？｣

一
人
の
女
は
黒
ず
く
め
。
一
人
の
女
は
茶
色
ず
く
め
。
毛
皮
の
襟
か
ら
出

て
い
る
唇
を
動
か
し
て
彼
女
た
ち
は
番
兵
の
理
解
せ
ぬ
言
葉
を
し
や
べ
り
、

黒
ず
く
め
の
女
の
方
が
高
笑
い
を
し
た
。

(

四
―
五
頁)

こ
の
よ
う
に
、
は
じ
め
に
登
場
人
物
に
視
点
が
お
か
れ
な
い
語
り
手
が
、
全
体
的

な
景
観
を
俯
瞰
す
る
形
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
通
り
の
番
兵
に
焦
点
が
合

わ
さ
れ
、
こ
の
番
兵
の
視
点
か
ら
見
た
風
景
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
続
く

引
用
箇
所
に
は
、
番
兵
し
か
知
り
え
な
い
、
他
の
登
場
人
物
に
は
隠
さ
れ
た
情
報

宮本百合子 ｢モスクワ印象記｣ における都市と記憶の語り203



が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
番
兵
の
視
点
か
ら
見
た
光
景
は
、
こ
の
東
洋
女
か

ら
見
え
る
そ
れ
と
同
一
で
は
な
く
、
彼
女

(

日
本
女)

は

｢

印
象
記｣

の
登
場
人

物
の
一
人
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

番
兵
は
銃
を
ゆ
す
り
上
け

(

マ
マ)

、
さ
ら
に
女
た
ち
の
う
し
ろ
姿
を
見
守
つ
た
。

街
の
平
つ
た
い
建
物
の
見
と
お
し
。

あ
と
か
ら
取
り
つ
け
た
に
ち
が
い
な
い
バ
ル
コ
ニ
ー
が
一
つ
無
意
味
に
中

空
に
と
び
出
し
て
い
る
。
下
に

｢

ホ
テ
ル
・
パ
ツ
サ
ー
ジ｣

電
気
入
り
の
看

板
が
出
て
い
た
。

バ
ル
チ
ツ
ク
海
の
春
さ
き
の
暴
風
が
起
る
朝
、
こ
の
看
板
は
ゆ
れ
る
。
そ

し
て
き
し
む
。
黄
色
い
紙
に
か
い
た
献
立
が
貼
り
出
し
て
あ
る
そ
の
ホ
テ
ル

の
馬
鹿
ら
し
く
重
い
扉
を
体
で
押
し
あ
け
て
、
ま
ず
黒
ず
く
め
の
女
が
入
つ

た
。
つ
ゞ
い
て
、
茶
色
外
套
の
女
も
入
つ
て
し
ま
つ
た
。

肉
入
饅
頭
売
り
が
き
た
。
彼
が
胸
か
ら
つ
る
し
た
天
火
の
湯
気
が
、
あ
お

り
で
散
つ
た
。
同
時
に
肉
入
饅
頭
の
温
い
匂
い
も
湯
気
と
ゝ
も
に
散
る
。

番
兵
の
、
田
舎
の
脳
髄
の
ひ
だ
の
あ
い
だ
で
東
洋
女
の
平
た
い
顔
の
印
象

が
ぼ
や
け
た
。
た
ゞ
好
奇
心
の
感
覚
が
、
漠
然
神
経
に
の
こ
つ
て
い
る
。

(

五
頁)

し
か
し
、
場
面
が
、
東
洋
女
が
入
っ
て
行
っ
た
ホ
テ
ル
内
部
に
移
る
や
い
な
や
、

あ
の
番
兵
の
目
を
引
い
た
東
洋
女
に
視
点
が
お
か
れ
、
先
ほ
ど
の
番
兵
に
は

｢
中

国
女｣

と
区
別
の
つ
か
な
か
っ
た
東
洋
女
も

｢

日
本
女｣

へ
と
情
報
が
修
正
さ
れ

る
。

ホ
テ
ル
の
四
階
の
は
し
に
、
日
本
女
の
部
屋
が
あ
つ
た
。
下
足
場
に
棕
梠

が
お
い
て
あ
る
そ
こ
か
ら
日
本
女
の
室
ま
で
七
十
二
段
、
黒
赤
緑
花
模
様
の

粗
末
な
じ
ゆ
う
た
ん
が
う
ね
く
り
登
つ
て
い
る
。
昇
降
機
は
な
い
。
あ
つ
て

も
動
か
ぬ
昇
降
機
が
モ
ス
ク
ワ
じ
ゆ
う
に
沢
山
あ
る
。
日
本
女
は
一
日
に
少

く
と
も
二
百
八
十
段
上
つ
た
り
下
り
た
り
し
た
。
そ
の
た
び
に
事
務
室
の
前

を
通
り
す
ぎ
た
。
…

(

中
略)

…
新
モ
ス
ク
ワ
の
生
活
法
を
レ
ー
ニ
ン
の
大

写
真
が
眺
め
て
い
る
。

四
階
の
手
す
り
か
ら
下
を
見
下
す
と
、
下
足
場
の
棕
梠
の
、
ひ
ろ
が
つ
た

青
葉
の
て
つ
ぺ
ん
と
、
そ
の
蔭
に
半
分
か
く
さ
れ
た
円
卓
、
そ
こ
に
う
つ
む

い
て
上
靴
を
は
い
て
い
る
女
の
背
な
か
ま
で
一
つ
平
面
に
遠
く
見
え
た
。
棕

梠
が
あ
る
か
ら
、
人
は
こ
ゝ
か
ら
身
を
投
げ
て
も
死
ぬ
こ
と
は
出
来
な
い
。

一
人
の
日
本
女
は
、
一
日
の
う
ち
に
な
ん
度
も
そ
こ
か
ら
下
を
の
ぞ
い
た
。

(

六
頁)

こ
の
引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
戸
外
に
立
つ
番
兵
に
は
知
り
得
な
い
、
日
本
女

の
視
点
か
ら
見
た
ホ
テ
ル
内
部
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
女
へ

の
焦
点
化
と
い
う
、
語
り
手
の
視
点
の
移
動
が
確
認
さ
れ
る
。

初
め
て

｢

わ
た
し｣

と
い
う
一
人
称
や
、｢

わ
れ
わ
れ｣

と
い
う
一
人
称
複
数

形
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
後
に
つ
づ
く

｢

一
九
二
〇
年
に
は
百
二
万
八
千
で

あ
つ
た
モ
ス
ク
ワ
の
人
口
が
一
九
二
六
年
に
二
百
一
万
八
千
に
増
大
し
た
。
こ
の

結
果
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
四
つ
の
世
帯
が
た
つ
た
一
つ
の
台
所
し
か
な
い
貸
室
に

生
活
を
営
み
、
あ
ら
ゆ
る
小
学
校
は
二
部
教
授
を
授
け
、
Ｙ
と
わ
た
し
と
は
す
で

に
二
ヵ
月
ホ
テ
ル
の
一
室
に
生
活
し
つ
ゞ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

毎
日
、
事
務
室
の
青
ラ
シ
ヤ
の
上
に
、
わ
れ�
は
六
ル
ー
ブ
リ
の
宿
料
と
一
割

の
税
と
を
置
く
、
金
庫
を
控
え
て
坐
つ
て
い
る
ト
ル
ス
ト
フ
カ
の
事
務
員
が
、
一

枚
の
受
取
を
よ
こ
す｣

(

八
頁)

と
い
う
箇
所
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
後
の
、

テ
ク
ス
ト
は

｢

わ
た
し｣

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
モ
ス
ク
ワ
で
の
体
験
や
所
感
、

ロ
シ
ア
文
化
に
つ
い
て
の

｢

わ
た
し｣

の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
展
開
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア

文
化
や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
事
情
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
て
述
べ
る
際
に

｢

彼｣

と
い
う
三

人
称
が
使
わ
れ
る
以
外
、
視
点
人
物
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

に
よ
る
独
白
が
継
起
す
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る
。だ

が
、
こ
れ
は
次
の
場
面
で
い
っ
た
ん
途
切
れ
る
こ
と
に
な
る
。

技
師
ル
イ
バ
コ
フ
が
建
築
し
た
協
同
家
屋
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
ス
キ
ー
広

場
の
角
に
立
つ
て
い
る
。
粗
末
な
木
の
塀
の
上
に
エ
ナ
メ
ル
の
円
い
番
地
札

と
四
角
い
札
が
う
ち
つ
け
て
あ
る
。
四
角
い
の
に
は
郵
便
住
所
モ
ス
ク
ワ
三

十
四
、
木
の
塀
に
つ
い
て
い
る
切
戸
の
柱
に
掲
示
が
あ
つ
た
。

門
内
ニ

便
所
ナ
シ

し
か
し
、
な
ん
に
も
な
ら
ず
夕
暮
や
夜
、
狭
い
切
戸
の
隙
間

か
ら
通
行
人
が
す
べ
り
こ
ん
だ
。
技
師
ル
イ
バ
コ
フ
は
人
減
ら
し
で
三
月
前

国
立
出
版
所
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
妻
と
子
と
自
分
の
妹
、
女
中
、
一
組
の
下

宿
人
と
で
、
そ
の
協
同
家
屋
の
室
に
生
活
し
て
い
る
。
大
き
い
室
が
二
つ
小

さ
い
の
が
二
つ
。
台
所
、
風
呂
場
。
四
十
年
後
に
、
室
は
市
民
ル
イ
バ
コ
フ

の
所
有
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
二
ヵ
月
前
ま
で
の
下
宿
人
は
ペ
ル
シ
ヤ
人
の
男

と
オ
デ
ツ
サ
生
れ
の
女
で
、
男
の
本
妻
は
ペ
ル
シ
ヤ
に
あ
つ
た
。
彼
ら
が
出

立
し
て
行
つ
た
後
、
主
婦
は
、
熱
情
と
南
京
虫
を
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
室

か
ら
追
つ
払
つ
て
、
モ
ス
ク
ワ
夕
刊
新
聞
の
広
告
欄
を
見
た
。

ホ
テ
ル
・
パ
ツ
サ
ー
ジ
の
ヤ
ポ
ン
カ

(

日
本
女)

が
広
告
を
出
し
た
。
ル

イ
バ
コ
フ
の
室
の
バ
ル
コ
ン
と
、
女
中
の
ナ
ー
デ
ン
カ
の
顔
つ
き
が
日
本
女

を
ひ
き
つ
け
た
。
ル
イ
バ
コ
フ
は
、
カ
ラ
ー
を
と
つ
た
縞
の
シ
ヤ
ツ
で
、
タ

イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
契
約
書
を
二
通
つ
く
つ
た
。

(

三
十
―
三
十
一
頁)

こ
こ
で
は
、｢

わ
た
し｣

の
代
わ
り
に
、
再
び

｢

ホ
テ
ル
・
パ
ツ
サ
ー
ジ
の
ヤ
ポ

ン
カ

(｢

日
本
女｣)｣

が
登
場
し
、
冒
頭
部
と
同
様
、
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て

客
体
化
さ
れ
る
。
語
り
手
の
視
点
は
、
市
民
ル
イ
バ
コ
フ
一
家
の
主
婦
に
お
か
れ
、

そ
の
主
婦
し
か
知
り
え
な
い
情
報
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

｢

日
本
女｣

し
か
知
り
え
な
い
情
報
も
提
示
さ
れ
て
お
り
、
超
越
的
視
点
と
も
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
再
び

｢

わ
た
し｣

、
も
し
く
は

｢

わ
れ
わ
れ｣

と
い
う
人
称
が
用
い

ら
れ
、
モ
ス
ク
ワ
で
見
た
メ
ー
デ
ー
の
様
子
や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
文
化
に
つ
い
て
、

｢

わ
た
し｣

の
視
点
か
ら
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
始
ま
る
。
だ
が
、
次
に
引
用
す
る
よ

う
に
、
結
末
部
で
は
共
同
家
屋
に
下
宿
す
る
日
本
女
と
し
て
、
再
度

｢

わ
た
し｣

は
客
体
化
さ
れ
、
登
場
人
物
の
一
人
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
女
の
部
屋
の
テ
レ
ス
の
欄
干
に
雨
の
し
づ
く
が
た
ま
つ
た
。
き
の
う

雨
が
降
つ
た
。
き
よ
う
も
雨
が
降
る
。
五
月
の
雨
で
あ
る
。

日
本
女
は
、
六
ヵ
月
生
き
た
モ
ス
ク
ワ
か
ら
、
新
生
活
が
は
じ
ま
つ
た
ば

か
り
の
ロ
シ
ア
を
つ
よ
く
感
じ
て
い
る
。
С
С
С
Р
は
、
二
十
世
紀
の
地
球

に
お
い
て
ほ
か
の
ど
こ
に
も
な
い
よ
き
も
の
を
持
と
う
と
し
て
い
る
。
同
時

に
他
の
ど
こ
に
も
な
い
巨
大
な
未
完
成
と
困
難
を
持
つ
て
い
る
。

モ
ス
ク
ワ
河
か
ら
風
が
吹
い
て
電
線
が
ゆ
れ
た
。
電
線
の
雨
の
し
ず
く
が

光
つ
て
落
ち
、
キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院
の
散
歩
道
で
、
空
ツ
ぽ
の
ベ
ン
チ
が

四
つ
裸
の
樹
の
か
な
た
で
濡
れ
て
い
る
。
洋
傘
を
さ
し
た
人
が
通
つ
た
。

市
民
ル
イ
バ
コ
フ
の
台
所
で
は
さ、
ぼ、
て、
ん、
が
素
焼
の
鉢
の
な
か
で
芽
を
ふ

き
、
赤
い
前
か
け
の
女
中
ナ
ー
デ
ン
カ
は
パ
ン
粉
を
こ
ね
て
い
る
。
下
宿
人
、

ミ
ハ
イ
ル
・
ゲ
オ
ル
ク
ヴ
イ
ツ
チ
、
い
つ
も
き
つ
ち
り
し
た
な
り
を
し
て
革

の
時
計
紐
を
反
つ
た
胸
に
つ
け
て
い
る
が
、
タ
シ
ケ
ン
ト
に
あ
る
家
の
買
い

て
を
み
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
つ
た
。
彼
の
子
を
一
人
持
つ
た
女
が
千

三
百
ル
ー
ブ
リ
の
扶
助
料
不
払
い
に
た
い
し
て
ミ
ハ
イ
ル
・
ゲ
オ
ル
ク
ヴ
イ

ツ
チ
を
訴
え
、
法
廷
は
タ
シ
ケ
ン
ト
の
家
を
差
押
え
た
。
室
に
あ
る
ト
ル
コ

刺
繍
も
四
百
ル
ー
ブ
リ
で
は
な
か�
売
れ
な
い
。

二
人
の
日
本
女
は
海
の
あ
る
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
へ
出
発
す
る
だ
ろ
う
。

(

四
十
四
―
四
十
五
頁)

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、
語
り
手
の
視
点
に
着
目
し
て

｢

わ
た
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し｣

の
位
置
づ
け
を
整
理
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
左
図
の
よ
う
な
構
成
を

と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

右
図
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
冒
頭
部
と
中
間
部
、
そ
し
て
結
末
部
で
は

｢

わ
た
し｣

を
連
想
さ
せ
る

｢

日
本
女｣

が
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
客
体
化
さ
れ
、
そ
れ
ら

に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
し
て

｢

わ
た
し｣

の
独
白
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
中
間
部
を
境
と
す
る
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
対
称
的
な
構
図
が
見
出

せ
よ
う
。
い
み
じ
く
も
、
こ
の
中
間
部
は
、｢

わ
た
し｣

／

｢

日
本
女｣

の
引
っ

越
し
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、｢

わ
た
し｣

の
引
っ
越
し
が
記
さ
れ
る
こ
の
中
間

部
を
一
つ
の
転
換
点
と
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
引
っ
越
し
前
と
そ
の
後
で
語

ら
れ
る
都
市
空
間
が
対
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
も
照
応
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
、
中
間
部
、
結
末
部
で
は
、
本
来

｢

わ
た

し｣

が
知
り
え
な
い
情
報
が
語
ら
れ
る
。
加
え
て
、｢

わ
た
し｣

以
外
の
視
点
人

物
や
超
越
的
な
視
点
に
よ
る
語
り
や
、
ル
イ
バ
コ
フ
家
の
光
景
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

性
を
高
く
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
紀
行
文
は
、
宮
本
百
合
子

の

｢

印
象
記｣

と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
語
る

｢

わ
た
し｣

は
、

あ
る
小
説

(

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン)

の
中
の
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る

｢

日
本
女｣

と

し
て
客
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、｢

わ
た
し｣

の
視
点
か
ら

の
語
り
は
、
物
語
全
体
の
構
造
の
中
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
部
の
間
に
挟
ま
れ
る
よ
う

に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
〈
体
験
〉
と
い
う
〈
事

実
〉
が

｢

わ
た
し｣

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
部
分
は
、
冒
頭
、
中
間
、

結
末
部
で｢

わ
た
し｣

が
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
の
高
い
物
語
の
枠
の
中
に
、
入
れ
子
の
ご
と
く
組
み
込
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の

｢

印
象
記｣

で
語
ら
れ
る
〈
記
憶
〉
は
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
の
語
り
に
吸
引
さ
れ
て
い
き
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
肥
大
化
に
つ

れ
て
、
〈
事
実
〉
と
し
て
の
〈
確
か
さ
〉
も
減
退
し
て
い
く
。

そ
れ
を
、｢

外
国
人｣

｢

旅
行
者｣

の
視
点
が
前
半
部
で
強
調
さ
れ
た
こ
と
と
考

え
合
わ
せ
る
時
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

一
つ
は
、
紀
行
文
が
内
包
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
問
題
を
も
照
射
す
る
論
点
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
紀
行
文
テ
ク
ス
ト
に
表
象
さ
れ
る
都
市
が
個
人
的
な
い
し

私
的
な
都
市
空
間
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
完
全
に
は
解
放
さ
れ
え
な
い
と
す
る
作
者

の
批
評
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

����以
上
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

の
都
市
と
記
憶
の
語
り
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
こ
う
し
た
都
市
の
記
憶
が
ど
の
視
点
で
語
ら
れ
る
の
か
に
着
目
し
、
都

市
空
間
と
語
り
手
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
結
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
紀
行
文
が
、
ほ
ぼ
対
称
的
な
構
図
を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
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図 語り手の視点と ｢わたし｣

冒
頭
部

登場人物の一人
(ホテルに宿泊する ｢日本女｣)

｢わたし｣ ／ ｢われわれ｣

中
間
部

登場人物の一人
(ホテル・パッサージのヤポンカ､ 日本女)

｢わたし｣ ／ ｢われわれ｣

結
末
部

登場人物の一人
(共同家屋に下宿する日本女)



｢

印
象
記｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
想
起
さ
れ
る
、
実
際
に
そ
こ
に
身
を
お
い
て

見
た
〈
事
実
〉
、
聞
い
た
〈
事
実
〉
、
感
じ
た
〈
事
実
〉
を
語
る
視
点
人
物

｢

わ

た
し｣

が
、
他
の
視
点
に
よ
る
語
り
に
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、｢

日
本
女｣

と
い
う
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
客
体
化
さ
れ
、
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。

そ
の
意
味
で
、
こ
の

｢

印
象
記｣

そ
の
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
帯
び
た
も
の

で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
語
り
の
視
点
の
交
代
は
、
超
越
的
視
点

か
ら
語
ら
れ
る

｢
わ
た
し｣

の
引
っ
越
し
の
場
面
を
軸
に
す
れ
ば
、
前
半
部
と
後

半
部
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
交
互
に
な
さ
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
全
体
か
ら
対
称
的

な
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

次
に
、｢

わ
た
し｣

の
ホ
テ
ル
住
ま
い
の
時
期
と
、
共
同
家
屋
の
下
宿
の
時
期

と
に
テ
ク
ス
ト
を
分
け
て
モ
ス
ク
ワ
の
都
市
空
間
を
見
る
場
合
、
新
体
制
と
旧
体

制
の
象
徴
的
な
建
造
物
や
場
所
が
そ
れ
ぞ
れ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
半
部
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
新
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
の
象
徴
的
建
造
物
と
し
て

｢

革

命
博
物
館｣

が
、
ま
た
旧
ロ
シ
ア
帝
政
体
制
の
象
徴
的
建
造
物
と
し
て

｢

首
切
り

台｣

が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
半
部
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
新
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

体
制
の
代
表
す
る
場
と
し
て

｢

ア
ル
バ
ア
ト
広
場｣

や
そ
こ
を
中
心
に
ソ
連
体
制

の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的

｢

ク
ラ
ブ｣

が
、
ま
た
旧
ロ
シ
ア
帝
政
体
制
の
象
徴
的
建
造

物
と
し
て

｢

キ
リ
ス
ト
救
世
主
寺
院｣

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
半
部

と
後
半
部
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
新
旧
体
制
の
社
会
的
記
号
で
あ
る

都
市
の
視
覚
要
素
が
対
比
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
、
現
在
か
ら
過
去
へ
、
ま
た
は
過
去
か
ら
現
在
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
ベ
ク

ト
ル
を
持
つ
、
二
つ
の
思
考
の
場
が
、
テ
ク
ス
ト
の
前
半
部
と
後
半
部
で
ハ
イ
ラ

イ
ト
的
に
並
置
さ
れ
、
そ
の
間
を
往
還
す
る
よ
う
に
し
て
都
市
の
記
憶
が
語
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
記
憶
を
と
も
な
う
過
去
の
想
起
と
、
未
来
を

志
向
す
る
想
像
力
が
絡
み
合
う
地
平
に
構
築
さ
れ
る
、
歴
史
的
連
続
性
を
と
も
な
っ

た
新
し
い
国
家
都
市
の
幻
景
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
、
表
層
の
都
市
空

間
と
は
異
な
る
、
深
層
の
都
市
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
が

｢

わ
た

し｣

に
と
っ
て
の
生
き
ら
れ
た
空
間
で
あ
ろ
う
。

こ
の

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
構
造
の
う
ち
に
新
旧
体

制
の
諸
要
素
が
両
義
的
に
混
在
す
る
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
都
市

｢

モ
ス
ク
ワ｣

の

二
枚
組
の
タ
ブ
ロ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
さ
さ
か
図

式
化
の
き
ら
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
こ
う
し
た
新
・
旧
の

要
素
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
も

の
か
ら
古
い
も
の
へ
と
視
点
を
移
し
新
し
い
も
の
に
つ
い
て
想
像
し
、
あ
る
い
は

古
い
も
の
か
ら
視
点
を
新
し
い
も
の
へ
と
移
し
変
わ
ら
な
い
古
い
も
の
に
つ
い
て

思
考
す
る
語
り
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
都
市

｢

モ
ス

ク
ワ｣

の
物
語
が
複
層
的
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
視
覚
的
に
は

整
合
性
を
持
ち
に
く
い
都
市
の
諸
要
素
を
、
都
市
の
景
観
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
混

在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
は
、
両
義
性
を
帯
び
た
も

の
と
し
て
立
ち
上
が
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、｢

モ
ス
ク
ワ｣

は

｢

わ
た
し｣

が

ロ
シ
ア
文
化
の
特
徴
と
と
ら
え
る

｢

深
さ｣

｢

大
き
さ｣

を
演
出
す
る
装
置
と
し

て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
物
語
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
の
が
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
の
論
点
は
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
構
造
、
お
よ
び
そ
こ
に
表

象
さ
れ
る
都
市
モ
ス
ク
ワ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
生
成
を
め
ぐ
る
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
へ
の
考
察
、
ま
た

文
学
に
お
け
る
都
市
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
と
い
う
テ
ー
マ
研
究

(

８)

で
の

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象

記｣

の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
日
本
に
お
け
る
モ
ス
ク
ワ
表
象
の
流
通
の

検
討
を
め
ぐ
っ
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の

｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
、
ロ
シ
ア

(

モ
ス
ク
ワ)

に
お
い

て
過
去
二
度
に
わ
た
り
出
版
さ
れ
た
、
ロ
シ
ア
語
版
の
宮
本
百
合
子
作
品
集
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い

(

９)

。
一
〇
作
品
を
収
録
し
た

『

宮
本
百
合
子
選
集』

(

一
九
八
四

年) (�)
の
編
訳
者
で
あ
る
キ
ム
・
レ
ー
ホ
氏
の
言
で
は
、
検
閲
に
よ
り
掲
載
不
可
だ
っ

宮本百合子 ｢モスクワ印象記｣ における都市と記憶の語り207



た
と
の
こ
と
で
あ
る

(�)
。

�(

１)
当
初

｢

モ
ス
ク
ワ
の
印
象

(

そ
の
一)｣

と
し
て

｢

改
造｣

(

一
九
二
八
年
八
月

号)
に
掲
載
さ
れ
、
後
に

『

新
し
き
シ
ベ
リ
ア
を
横
切
る』

(

内
外
社
、
一
九
三
一

年)

や

『
モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

(

東
京
民
報
出
版
社
、
一
九
四
九
年)

な
ど
に
収
録

さ
れ
る
が
、『
モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

お
よ
び

『

選
集』

に
収
録
の
際
、
部
分
的
に
改

訂
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、『

モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

で
は
戦
前
の
版
に
見
ら
れ
る
伏
せ

字
が
起
こ
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
初
出
時
に
は
、
中
条
百
合
子
の
名
で

発
表
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
単
行
本

『

モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

の
表
記
に
な
ら

い
、
宮
本
百
合
子
の
名
で
統
一
す
る
。
ま
た
、
以
下
、
本
稿
で
の
引
用
本
文
は
、

『

モ
ス
ク
ワ
印
象
記』

(

東
京
民
報
社
、
一
九
四
九
年)

に
拠
り
、
漢
字
表
記
は
新

字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
原
典
に
従
い
、
頁
数
を
引
用
文
後
の

(
)

内
に
記
し
て
い
る
。

(

２)

本
多
は
、『

宮
本
百
合
子
研
究』

(

新
潮
社
、
一
九
五
八
年)

に
お
い
て
、
宮
本

の
文
学
活
動
期
を
五
つ
に
分
け
、
各
時
期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
要
を
記
述
し

て
い
る
。
第
一
期

(

大
正
五
―
大
正
六
年)

は
、｢

中
編

『

貧
し
き
人
々
の
群』

発

表
〜
ア
メ
リ
カ
留
学
ま
で
の
時
期｣

で
あ
り
、｢

人
道
主
義
作
家
見
習｣

の
時
期
。

第
二
期

(

大
正
七
〜
昭
和
二
年)

は
、｢

ア
メ
リ
カ
留
学
〜
ソ
連
遊
学
前｣

(

生
活

的
に
変
転
の
多
い
九
年
間)

で
結
婚
と
そ
の
破
綻
を
経
験
し
、
自
伝
的
長
編

『
伸

子』

を
発
表
し
た
時
期
。
第
三
期

(

昭
和
二
―
八
年)

は
、｢

ソ
連
遊
学
〜
宮
本
顕

治
の
検
挙｣

で
、
そ
の
前
半
は
ソ
連
遊
学
時
代
、
後
半
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同

盟
時
代
に
分
け
て
考
え
ら
れ
、
と
く
に
遊
学
時
代
に
書
い
た
作
品
は
少
な
い
。
帰

国
後
は
、
啓
蒙
的
な
文
章
を
多
く
書
き

(

ソ
連
で
の
見
聞)

、
途
中
か
ら
作
家
同
盟

の
中
心
的
活
動
家
と
し
て
指
導
的
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
第
四
期

(

昭
和
九
―

二
十
年)

は
、｢

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
の
解
体
〜
日
本
敗
戦
の
時
期｣

で
あ
り
、

夫
・
宮
本
顕
治
の
逮
捕
や
百
合
子
の
検
挙
・
判
決
、
執
筆
禁
止
、
病
気
も
あ
っ
て

活
動
困
難
な
状
態
に
陥
っ
た
。
昭
和
九
年
に
転
向
文
学
の
続
出
し
た
時
期
に
は
、

『

冬
を
越
す
蕾』

で
転
向
文
学
を
批
判
し
、
執
筆
が
制
約
さ
れ
た
も
の
の
合
間
を
ぬ
っ

て
執
筆
し
て
い
る
。
第
五
期

(

昭
和
二
十
〜
二
十
五
年)

は
、
戦
後
、
共
産
党
の

指
導
に
よ
る
文
芸
運
動
や
婦
人
運
動
の
推
進
に
努
め
、
自
伝
的
長
編

『

二
つ
の
庭』

『

道
標』

(『

伸
子』

の
続
編)

を
発
表
し
た
。

(

３)
『

宮
本
百
合
子
選
集』

第
八
巻

(

一
九
四
九
四
月)

の

｢

あ
と
が
き｣

よ
り
。
引

用
は
、『

宮
本
百
合
子
全
集』

第
十
八
巻

(

新
日
本
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

三
五

十
頁
。

(

４)

以
下
の
記
述
は
、
海
野
弘
編

『

モ
ダ
ン
都
市
文
学
９

異
国
都
市
物
語』

(

平
凡

社
、
一
九
九
一
年)

の
同
著
者
に
よ
る

｢

ま
え
が
き｣

三
―
四
頁
を
参
照
し
て
い

る
。

(

５)

同
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
宮
本
百
合
子
の
日
本
語
著
作
に
つ
い
て
は
、
別
表
を

参
照
の
こ
と
。

(

６)

建
築
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、���������������������������������������

���������������������������������������
(

リ
シ
ャ
ッ
ト
・
ム
ラ
ギ
ル

デ
ィ
ン

『

ロ
シ
ア
建
築
案
内』

、����

出
版
、
二
〇
〇
二
年)

を
参
照
し
た
。

(

７)

傍
線
は
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
。

(

８)

文
学
に
お
け
る
都
市
モ
ス
ク
ワ
の
テ
ー
マ
研
究
と
し
て
、
ロ
シ
ア
で
出
版
さ
れ

た
、
論
集

『

ロ
シ
ア
文
学
と
世
界
文
学
の
中
の
モ
ス
ク
ワ』

(��������������
������������������������������������)

が
あ
る
。

(

９)

ロ
シ
ア
で
出
版
さ
れ
た
宮
本
百
合
子
の
作
品
集

(

単
行
本)

に
は
、
一
九
五
八

年
の

『

中
編
小
説
集』

(�������������������������������������
������������������������������������������)

お
よ
び
一
九
八
四
年

の
『

宮
本
百
合
子
選
集』

(��������������������������������������
���������������������������������������������)

が
あ
る
。
後
者

の
方
が
収
録
作
品
も
多
く
、
宮
本
百
合
子
文
学
の
各
時
期
の
作
品
が
ほ
ぼ
網
羅
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
収
録
作
品
は
、
目
次
順
に

｢

伸
子｣

、｢

播
州
平
野｣

、
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｢

小
祝
の
一
家｣

、｢

鏡
の
中
の
月｣

、｢

杉
垣｣

、｢

三
月
の
第
四
日
曜｣

(

露
語

｢

最

後
の
日
曜
日｣)

、｢

マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
イ｣

(｢

ソ
ヴ
ェ
ト
の
芝
居｣

よ
り
抜
粋)

、｢

マ

キ
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
イ
に
つ
い
て｣

(

露
語

｢

ゴ
ー
リ
キ
イ
と
の
出
会
い｣)

、｢

歌

声
よ
お
こ
れ｣

(

露
語

｢

音
を
と
ど
ろ
か
せ
よ
、
歌
声
を
あ
げ
よ｣)

、｢

道
標｣

(

完

訳
版)
で
あ
る
。

(�)
こ
の
選
集
の
編
訳
者
で
あ
る
キ
ム
・
レ
ー
ホ
氏

(

ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
世

界
文
学
研
究
所)
に
、
出
版
の
経
緯
や
編
集
方
針
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
回
答
を
得
た

(

二
〇
〇
八
年
二
月
十
四
日
、
モ
ス
ク

ワ)

。
翻
訳
・
出
版
の
経
緯
に
は
、
当
時
の
時
代
情
勢
が
関
係
し
て
い
る
。
一
九
三

〇
年
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ハ
リ
コ
フ
で
開
か
れ
た
全
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
会
議

(

こ
の
い
わ
ゆ
る
ハ
リ
コ
フ
会
議
に
つ
い
て
は
、
宮
本
百
合
子
も

｢

文
芸
時
評
―

｢

ナ
ッ
プ｣

第
三
回
に
ふ
れ
て｣

で
言
及
し
て
い
る)

以
降
、
ソ
連
で
は
外
国
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
翻
訳
や
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
翻
訳
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
当
時
は
、
短
編
を
数
多
く
翻
訳
・

紹
介
す
る
と
い
っ
た
方
針
が
と
ら
れ
た
た
め
、
宮
本
百
合
子
の
作
品
も
短
編
が
少
々

翻
訳
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
長
編
に
つ
い
て
は
未
訳
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
ソ
連

で
は
宮
本
百
合
子
の
文
学
作
品
の
知
名
度
は
低
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
の
代
表

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
女
性
作
家
の
作
品
を
ま
と
め
て
紹
介
し
た
い
と
い
う
出
版
社

の
思
惑
か
ら
、
依
頼
が
キ
ム
氏
に
舞
い
込
ん
だ
。
収
録
作
品
の
選
定
基
準
は
、
①

宮
本
百
合
子
の
代
表
的
な
作
品

(

な
る
べ
く
新
規
翻
訳
を
増
や
す)

と
、
②
ロ
シ

ア
に
関
係
の
あ
る
作
品

(

日
本
で
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
る)

で
あ
っ

た
。

(�)

同
右
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
八
四
年
版

『

宮
本
百
合
子
選
集』

に

｢

モ
ス

ク
ワ
印
象
記｣

が
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
次
の
回

答
を
得
た
。
先
述
の
収
録
作
品
の
選
定
基
準
の
も
と
、｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

は
日

本
人
の
眼
に
ロ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
人
が
い
か
に
映
じ
る
の
か
と
い
う
点
で
興
味
深
く
、

当
初
、
収
録
作
品
と
し
て
選
定
し
翻
訳
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
以
前
の
ソ
連
で
の
厳
し
い
検
閲
に
よ
り
収
録
を
断
念
し
た
。
不
適
切
で
あ

る
と
し
て
検
閲
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
赤
色
労
働
組
合
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

の
代
議
員
の
特
権
階
級
的
な
生
活
ぶ
り
や
、
代
議
員
が
い
る
時
の
み
体
裁
を
繕
っ

て
い
る
モ
ス
ク
ワ
の
ホ
テ
ル
の
様
子
や
、
普
段
と
異
な
る
忙
し
さ
に
不
機
嫌
な
給

仕
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
、
次
の
箇
所
だ
っ
た
と
の
推
測
が
あ
る
。｢

三
分
後
、
白

前
掛
を
か
け
、
鼠
色
シ
ヤ
ツ
を
着
た
海
坊
主
の
よ
う
な
食
堂
給
仕
が
、
手
す
り
に

つ
か
ま
り
二
段
ず
つ
階
子
を
と
ば
し
て
下
か
ら
登
つ
て
来
た
。
彼
は
若
く
な
い
。

肥
つ
た
。
息
が
き
れ
る
。
新

(

さ
ら)

で
な
い
サ
ル
フ
エ
ト
カ
で
風
を
入
れ
つ
つ

六
十
二
號
、
日
本
女
の
隣
を
あ
け
た
。
ホ
テ
ル
に
は
プ
ロ
フ
イ
ン
テ
ル
ン
の
代
表

者
が
一
杯
泊
り
こ
ん
で
い
る
。
あ
ち
ら
に
も
デ
レ
ゲ
ー
ト

(

代
議
員)

！
こ
ち
ら

に
も
デ
レ
ゲ
ー
ト
！
デ
レ
ゲ
ー
ト
は
長
靴
の
ま
ゝ
長
い
椅
子
に
寝
る
。
デ
レ
ゲ
ー

ト
の
食
事
は
た
ゞ
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
は
テ
ー
ブ
ル
に
白
い
紙
を
か
け
色
つ
け
経
木

造
花
で
飾
つ
て
あ
る
ホ
テ
ル
の
狭
い
食
堂
は
、
デ
レ
ゲ
ー
ト
が
い
る
時
、
食
卓
に

本
も
の
ゝ
布
の
テ
ー
ブ
ル
掛
が
か
ゝ
る
。
き
ち
ん
と
た
ゝ
ん
だ
新
し
い
サ
ル
フ
エ

ト
カ
と
、
い
ゝ
方
の
、
光
つ
て
重
い
そ
ろ
い
の
ナ
イ
フ
や
フ
オ
ー
ク
が
い
つ
行
つ

て
見
て
も
な
ら
ん
で
い
る
。
海
坊
主
の
給
仕
は
大
盆
を
か
た
げ
、
あ
る
い
は
空
手

で
絶
え
ず
白
前
掛
を
ひ
ら
め
か
せ
デ
レ
ゲ
ー
ト
の
胃
袋
充
填
を
し
て
廻
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
は
不
機
嫌
だ｣

(｢

モ
ス
ク
ワ
印
象
記｣

、
十
頁)

。
な
お
、
こ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
キ
ム
氏
か
ら
許
可
を
得
て
い
る
。

[

付
記]

本
稿
は
、
熊
本
大
学
文
学
部
文
化
接
触
研
究
会
共
同
研
究
会

(

二
〇
〇

八
年
三
月
二
十
二
日
、
於
熊
本
大
学)

で
の
口
頭
発
表
に
修
正
・
加
筆
を
施
し
成

稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

宮本百合子 ｢モスクワ印象記｣ における都市と記憶の語り209
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タイトル 出版社 刊行年

１ 『新しい婦人と生活』 日本民主主義文化連盟 1947年

２ 『二つの庭』 中央公論社 1948年

３ 『女性の歴史 文学にそって』 婦人民主クラブ出版部 1948年

４ 『モスクワ印象記』 東京民報 1949年

５ 『道標』 筑摩書房 1949年

６ 『風知草』 岩崎書店 1949年

７ 『幸福は誰の手によって』 岩崎書店 1949年

８ 『宮本百合子選集』 安藝書房 1949年

９ 『播州平野』 岩崎書店 1950年

10 『一本の花』 岩波書店 1950年

11 『真実に生きた女性たち』 岩崎書店 1950年

12 『乳房』 岩崎書店 1951年

13 『貧しき人々の群』 岩崎書店 1951年

14 『日本の青春』 春潮社 1951年

15 『宮本百合子全集』 全十五巻 河出書房 1951-53年

16 『平和をわれらに』 岩崎書店 1952年

17 『宮本百合子集』 角川書店 1953年

18 『若き精神の成長のために』 青木書店 1954年

19 『乳房』 青木文庫 1954年

20 『モスクワ印象記』 筑摩書房 1956年

21 『十二年の手紙』 ※顕治との共著 新科学社 1956年

22 『幸福について』 岩崎書店 1956年

23 『真実に生きた女性たち』 岩崎書店 1956年

24 『二つの庭』 新潮社 1966年

25 『宮本百合子集』 新潮社 1966年

26 『宮本百合子集』 筑摩書房 1967年

27 『宮本百合子 小林多喜二集』 筑摩書房 1969年

28
『伸子』
※名著復刻近代文学館シリーズ

日本近代文学館
※原版は改造社

1969年
※原版は1928年

29 『宮本百合子全集』 全三十巻＋別冊 河出書房 1979-86年

別表 ロシア国立図書館東洋文庫所蔵 宮本百合子日本語著書一覧

なお､ 刊行年の記載は同館目録の表記に従った｡
(2008年２月15日の現地調査による｡)




