
研
究
ノ
ー
ト

廣
池
春
子

研

究

『
思
ひ
出
』
の
執
筆
者
に
関
す
る
一
考
察白

石

成

子

目

次

一
、
は
じ
め
に

二
、
廣
池
春
子
研
究
の
目
的

三
、
検
証
の
方
法

四
、『
思
ひ
出
』
の
執
筆
者

五
、『
思
ひ
出
』
執
筆
当
時
の
様
子

六
、
原
稿
執
筆
者

七
、
お
わ
り
に

キ
ー
ワ
ー
ド：

直
筆
原
稿
、
筆
跡
、
比
較
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー



一
、
は
じ
め
に

『
思
ひ
出
』
は
、
廣
池
春
子
氏
（
以
下
、
春
子
と
す
る
）
が
著
わ
し
た
、
夫
・
廣
池
千
九
郎
氏
（
以
下
、
千
九
郎
と
す
る
）

と
の
生
涯
を
綴
っ
た
自
叙
伝
で
あ
る
。
春
子
が
遺
し
た
著
作
は
こ
の
一
篇
の
み
で
あ
り
、
春
子
研
究
に
お
い
て
は
最
重
要
文
献

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、『
思
ひ
出
』
の
内
容
を
検
討
す
る
前
段
階
と
し
て
、
同
書
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
執
筆
、
出
版
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
実
際
に
本
文
を
執
筆
し
た
の
は
春
子
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
春
子
以
外
の
人
物
が
執
筆
し

た
場
合
、
た
と
え
春
子
の
監
修
を
経
た
と
し
て
も
書
き
手
の
意
図
が
反
映
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
春
子

の
意
図
を
可
能
な
限
り
正
し
く
汲
み
取
る
た
め
に
も
、
内
容
検
討
に
入
る
前
に
執
筆
者
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
た
。

二
、
廣
池
春
子
研
究
の
目
的

（
一
）
女
性
研
究
・
家
族
研
究
と
し
て
の
取
り
組
み

廣
池
春
子
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
現
在
の
大
分
県
中
津
市
に
、
奥
平
十
万
石
の
藩
士
、
角
半
衛
と
妻
エ
イ
の
長
女

と
し
て
生
ま
れ
た
。
上
士
の
身
分
で
二
〇
〇
石
取
り
だ
っ
た
角
家
で
あ
る
が
、
明
治
新
政
権
下
の
秩
禄
処
分
に
よ
っ
て
俸
禄
に

よ
る
収
入
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
中
津
の
城
下
町
か
ら
宇
野
村
と
い
う
農
村
に
移
り
住
ん
で
、
養
蚕
や
田
畑
の
開
墾
等
を
始

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
開
墾
や
耕
作
に
人
を
雇
う
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
士
族
の
商
法
」
で
、
慣
れ
な
い
仕
事
に
両
親
は
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非
常
に
苦
労
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
両
親
の
姿
を
見
な
が
ら
育
っ
た
春
子
は
、
弟
二
人
が
東
京
の
叔
父
を
頼
っ
て
上
京
す

る
と
、
手
に
職
を
つ
け
て
両
親
を
助
け
た
い
と
の
思
い
を
強
め
、
裁
縫
を
習
い
、
弟
子
を
と
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
孝
心
の
厚
い
行
動
力
の
あ
る
女
性
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
満
十
八
歳
で
農
家
で
あ
る
廣
池
家
に
嫁
い
で
か
ら
は
、
主
婦
が
家
庭
内
の
実
権
を
握
っ
て

い
る
こ
と
に
戸
惑
い
、
姑
と
大
姑
の
板
ば
さ
み
と
な
っ
て
苦
労
し
て
い
る
。
ま
た
、
千
九
郎
が
門
人
ら
に
語
っ
た
話
と
し
て
、

夫
の
前
で
は
決
し
て
足
を
崩
す
こ
と
な
く
、
何
時
間
で
も
正
座
の
ま
ま
話
し
相
手
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
幼
の
序
、
夫
婦
の
別
を
重
ん
じ
る
武
家
の
家
風
の
中
で
厳
格
に
育
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
武
士
階
級
出
身
女
性
の
多

く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
春
子
も
ま
た
、
夫
の
た
め
、
家
族
の
た
め
、
も
し
く
は
家
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と

と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
春
子
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
当
時
の
中
・
下
流
階
層
の
女
性
に
と
っ
て
一
般
的
な
生
き
方
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
武
家
出
身
の
春
子
は
、
農
家
で
あ
る
廣
池
家
の
家
風
に
大
き
な
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
た
と
語
っ
て
お
り
、
属
す
る
階
層

に
よ
っ
て
家
風
も
生
活
習
慣
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
、
春
子
が
生
き
た
明
治
初
期
か
ら
昭
和
初
期
の
時
代
は
、
家
族
関
係
も
大
き
く
変
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
現
代
日
本

に
お
け
る
一
般
的
な
家
族
形
態
で
あ
る
核
家
族
か
ら
な
る
近
代

１
）

家
族
が
成
立
し
た
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。
近
代
家
族
の
成
立

期
に
お
い
て
、
故
郷
を
離
れ
て
核
家
族
で
の
生
活
を
始
め
た
廣
池
家
の
生
活
は
、
女
性
研
究
、
家
族
史
研
究
に
お
い
て
も
重
要

な
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
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（
二
）
廣
池
千
九
郎
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
創
設
者
で
あ
る
千
九
郎
に
つ
い
て
は
、
病
と
の
闘
い
や
、
そ
の
途
上
で
得
ら
れ
た
宗
教
的
転
回
お
よ
び
、
人

心
救
済
に
尽
力
し
た
学
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

千
九
郎
を
陰
な
が
ら
支
え
続
け
た
妻
の
姿
や
、
最
も
身
近
な
人
間
関
係
で
あ
る
「
家
族
」
の
中
で
の
千
九
郎
の
姿
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

千
九
郎
の
長
男
で
あ
る
千
英
氏
が
、「（
父
と
）
一
緒
に
食
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」「
私

の
家
庭
は
父
の
い
な
い
家
庭
で
し
た
」
と
述
べ
て

２
）

い
る
よ
う
に
、
研
究
に
没
頭
し
た
千
九
郎
は
家
庭
的
な
父
親
と
は
言
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
人
生
が
家
庭
と
は
全
く
無
関
係
に
展
開
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
千
九
郎
の
人
生
を
よ
り

多
面
的
に
、
総
合
的
に
把
握
す
る
た
め
に
も
、
彼
の
家
庭
生
活
と
そ
の
家
族
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
春
子
研
究
に
取
り
組
む
つ
も
り
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
本
稿
で
は
そ
の
第
一
段
階
と
し

て
、『
思
ひ
出
』
の
執
筆
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
、
検
証
の
方
法

（
一
）
執
筆
原
稿
の
検
討

筆
者
の
専
門
は
考
古
学
で
あ
り
、「
モ
ノ
」
の
分
析
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
「
モ
ノ
」
が
属
す
る
社
会
、
集
団
、
文
化
な
ど
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
は
文
献
に
対
す
る
考
察
で
は
あ
る
が
、
文
献
を
「
モ
ノ
」
と
し
て
捉
え
、
考
古
学

の
型
式
学
的
手
法
を
援
用
し
て
分
析
を
行
い
た
い
。
分
析
の
基
本
は
「
分
類
」
↓
「
比
較
」
↓
「
再
構
成
」
の
繰
り
返
し
で
あ

モラロジー研究 No.67,2011



る
。

（
二
）
執
筆
状
況
の
検
討

『
思
ひ
出
』
執
筆
当
時
の
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
献
資
料
の
検
討
を
行
う
。
本
稿
で
主
に
用
い
る
文
献
は
、『
廣
池
春
子

夫
人
』（
廣
池
学
園
出
版
部
編
）
と
『
父

廣
池
千
九
郎
』（
廣
池
富
著
、
廣
池
学
園
出
版
部
）
の
二
冊
で
あ
る
。

以
上
、
原
稿
と
執
筆
当
時
の
状
況
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
執
筆
者
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

四
、『
思
ひ
出
』
の
執
筆
者

（
一
）
執
筆
原
稿
の
型
式
学
的
検
討

『
思
ひ
出
』
の
執
筆
原
稿
は
、
現
在
、
廣
池
千
九
郎
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
印
刷
に
ま
わ
す
た
め
に

清
書
さ
れ
た
印
刷
用
の
原
稿
と
、
そ
の
前
段
階
の
執
筆
原
稿
と
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
執
筆
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
、
執
筆
原
稿
の
み
を
分
析
対
象
と
す
る
。

こ
の
執
筆
原
稿
を
概
観
す
る
と
、
用
紙
、
筆
記
具
、
筆
跡
に
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
観
ら
れ
る
。
用
紙
と
筆
記
具
は
道
具
で
あ

り
、
い
わ
ば
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
筆
跡
は
、
筆
を
と
っ
た
人
物
の
癖
や
感
情
が
表
れ
る
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
二
者
は
大
別
で
き
る
。
ハ
ー
ド
で
あ
る
用
紙
と
筆
記
具
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素

材
お
よ
び
様
式
に
よ
っ
て
さ
ら
に
分
類
が
可
能
で
あ
る
が
、
以
下
に
本
稿
で
用
い
る
各
分
類
要
素
に
つ
い
て
詳
述
す
る
（
第
２

図
参
照
）。
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①
用
紙

執
筆
原
稿
の
中
に
は
、
二
種
類
の
用
紙
が
混
在
し
て
い
る
。
一
方
は
20
×
20
マ
ス
の
棚
つ
き
原
稿
用
紙
が
用
い
ら
れ
て

お
り
、
も
う
一
方
は
マ
ス
目
の
な
い
罫
線
の
み
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
マ
ス
目
入
り
原
稿
用
紙
を
１

類
、
罫
紙
を
２
類
と
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
罫
紙
は
、
陸
軍
の
「
電
報
起
案
表
」
が
転
用
さ
れ
て
お
り
、
廣
池
学
園
内

で
の
使
用
者
は
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
使

用
者
か
ら
執
筆
関
係
者
に
辿
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

②
筆
記
具

筆
記
具
に
は
、
毛
筆
、
鉛
筆
、
万
年
筆
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
毛
筆
」
を
ア
類
、「
鉛
筆
」
を
イ
類
、「
万
年
筆
」
を
ウ

類
と
す
る
。

③
筆
跡
（
第
１
図
）

筆
跡
は
、
概
ね
前
述
し
た
用
紙
や
筆
記
具
の
分
類
項
目
ご
と
に
筆
跡
の
違
い
が
観
察
で
き
た
。
分
類
の
前
提
と
し
て
、

同
じ
用
紙
に
同
じ
筆
記
具
で
書
か
れ
た
連
続
す
る
一
文
は
、
一
人
の
人
物
が
書
い
た
も
の
と
判
断
し
た
。

こ
こ
で
は
ひ
ら
が
な
の
書
き
癖
を
分
類
基
準
と
し
、
崩
し
方
や
は
ね
方
に
特
徴
の
み
ら
れ
る
「
な
」
お
よ
び
「
た
」
の

違
い
と
、「
ま
し
た
」
と
続
け
た
時
の
筆
運
び
に
注
意
し
て
Ａ
〜
Ｃ
の
３
類
に
分
類
し
た
（
第
１
図
）。

Ａ
類
（
１
〜
３
）
の
「
な
」（
１
）
の
字
は
、
必
ず
一
筆
連
続
で
書
か
れ
て
お
り
、
Ｂ
類
お
よ
び
Ｃ
類
の
一
画
ず
つ
離

し
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
癖
が
あ
る
。
ま
た
、「
ま
し
た
」（
３
）
と
三
文
字
続
け
て
書
い
た
時
に
、
Ａ
類
で
は

「
し
」
の
字
の
ハ
ネ
を
し
っ
か
り
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
・
Ｃ
類
（
７
・
10
）
で
は
ほ
と
ん
ど
ハ
ネ
を
意
識
し

て
い
な
い
な
ど
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
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Ｂ
類
（
４
〜
７
）
の
「
な
」
の
字
は
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
小
学
校
令
施
行
規
則
の
第
一
号
表
に
示
さ
れ

た
、
現
在
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
「
な
」（
４
）
の
字
を
用
い
る
他
に
、
変
体
仮
名
（
５
）
も
併
せ
て
用
い
て
い
る
。

Ｃ
類
（
８
〜
10
）
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
「
た
」
の
字
の
「
こ
」
の
部
分
が
、
必
ず
「
ん
」
の
字
の
よ
う
に
ハ
ネ
る

（
９
）
点
に
あ
る
。
Ａ
類
・
Ｂ
類
と
も
に
、「
た
」
の
字
の
「
こ
」
部
分
は
と
め
て
い
る
（
２
・
６
）
の
で
、
明
ら
か
な
違

い
が
認
め
ら
れ
る
。

第１図 筆跡分類

『思ひ出』の執筆者に関する一考察

１２

３

６ ４

５７

８９

10



次
に
、
分
類
を
試
み
た
前
述
の
各
項
目
が
、
実
際
の
執
筆
原
稿
の
中
で
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
ま
ず
、
筆
記
者
が
限
定
さ
れ
や
す
い
筆
跡
と
、
筆
記
者
に
よ
っ
て
好
み
が
出
や
す
い
筆
記
具
と
の
組
合
せ
に
つ
い

て
確
認
す
る
。
筆
跡
Ａ
類
は
必
ず
ア
類
の
毛
筆
と
、
筆
跡
Ｂ
類
は
必
ず
イ
類
の
ペ
ン
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

筆
跡
Ｃ
類
に
つ
い
て
は
、
主
に
ウ
類
の
鉛
筆
が
用
い
ら
れ
る
が
、
稀
に
イ
類
の
ペ
ン
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
（
第

３
図
）。

続
い
て
、
用
紙
と
筆
記
具
と
の
組
合
せ
で
は
、
１
類
の
原
稿
用
紙
に
は
ア
の
毛
筆
で
書
か
れ
る
も
の
と
、
イ
の
ペ
ン
で
書
か

れ
る
も
の
が
確
認
で
き
た
。
一
部
ウ
の
鉛
筆
に
よ
る
書
込
み
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
（
第
４
図
）。

第３図 執筆原稿における筆記具と

筆跡との相関関係

筆記具

筆跡
ア イ ウ

A ○ × ×

B × ○ ×

C × ▲ ○

筆記具

用紙
ア イ ウ

１ ○ ○ ▲

２ × × ○

第４図 執筆原稿における筆記具と

用紙との相関関係

○：多
▲：稀
×：無

○：多
▲：稀
×：無
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以
上
の
結
果
か
ら
、
原
稿
執
筆
に
は
、
異
な
る
筆
跡
と
異
な
る
筆
記
具
を
用
い
る
三
人
の
人
物
が
関
与
し
た
こ
と
が
推
察
で

き
る
。
こ
の
三
人
の
人
物
を
、
筆
跡
分
類
と
照
ら
し
て
、
仮
に
Ａ
さ
ん
（
毛
筆
と
原
稿
用
紙
を
使
用
）、
Ｂ
さ
ん
（
ペ
ン
と
原

稿
用
紙
を
使
用
）、
Ｃ
さ
ん
（
鉛
筆
と
罫
紙
を
使
用
、
稀
に
ペ
ン
を
用
い
る
）
と
す
る
。

（
二
）
原
稿
の
執
筆
順

前
項
で
は
、
原
稿
の
諸
要
素
を
分
類
し
て
、
有
意
な
相
関
関
係
を
持
つ
三
名
分
の
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ

で
本
項
で
は
、
抽
出
し
た
三
名
分
の
要
素
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
執
筆
原
稿
を
検
討
し
、
三
名
の
関
わ
り
方
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
に
よ
る
原
稿
の
分
量
で
あ
る
が
、
全
体
で
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
約
四
十
四
枚
分
あ
る
う
ち
、

Ａ
さ
ん
の
原
稿
は
、
原
稿
用
紙
一
枚
分
に
も
満
た
な
い
。
同
じ
く
、
Ｃ
さ
ん
の
原
稿
は
罫
紙
三
枚
分
で
、
原
稿
用
紙
に
換
算
す

る
と
二
枚
分
程
度
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
約
四
十
枚
は
Ｂ
さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
、

そ
こ
に
Ａ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
の
原
稿
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

原
稿
の
大
半
を
占
め
る
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
は
、
誤
字
、
脱
字
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
Ｂ
さ
ん
の
筆
跡
に
よ
る
推
敲
は
全
く
見
ら
れ

な
い
（
第
５
図
）。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
は
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

Ａ
さ
ん
の
原
稿
は
Ａ
さ
ん
自
身
に
よ
る
推
敲
と
と
も
に
、
Ｃ
さ
ん
に
よ
っ
て
、
筆
記
具
を
変
え
て
二
度
の
推
敲
が
加
え
ら
れ
て

い
る
（
第
６
図
）。

こ
の
Ａ
さ
ん
の
原
稿
は
、
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
に
挿
入
箇
所
が
指
示
さ
れ
た
う
え
で
、
該
当
箇
所
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
切
り
貼
り
さ
れ
た
原
稿
は
、
文
頭
が
用
紙
の
最
初
の
行
か
ら
は
始
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
前
後
に
他
の
文
章
が
続
い
て
い
た

『思ひ出』の執筆者に関する一考察



第５図 Bさん原稿の冒頭部分
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第６図 Aさん原稿の一部

『思ひ出』の執筆者に関する一考察



第７図 Bさん原稿の最終章
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第８図 Cさんの罫紙原稿
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可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
と
は
別
に
、
Ａ
さ
ん
の
原
稿
が
元
々
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ｃ
さ
ん
の
罫
紙
に
書
か
れ
た
原
稿
は
、
最
終
章
を
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
さ
ん
の
原
稿
で
は
、
第
七
章
で
一
応

の
完
結
を
迎
え
て
「
を
は
り
」、
と
Ａ
さ
ん
の
毛
筆
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
終
章
で
あ
る
第
八
章
が
Ｂ
さ
ん
の

筆
跡
で
書
き
足
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
終
章
に
限
っ
て
は
、
Ａ
さ
ん
の
毛
筆
に
よ
る
推
敲
の
痕
が
見
ら
れ
る
。
Ｃ
さ
ん
の
罫
紙

原
稿
は
、
こ
の
推
敲
が
著
し
い
箇
所
と
内
容
的
に
重
複
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
を
清
書
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

（
第
７
・
８
図
）。

以
上
の
観
察
結
果
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
Ｃ
さ
ん
は
、
Ａ
・
Ｂ
両
者
の
原
稿
に
手
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
校

正
を
任
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん
は
Ｃ
さ
ん
と
共
に
、
最
終
的
な
校
正
段
階
に
意
見
を
述

べ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
原
稿
の
大
半
を
清
書
し
た
Ｂ
さ
ん
は
、
最
終
的
な
校
正
に
は
加
わ
っ

て
い
な
い
。
原
案
の
執
筆
者
が
校
正
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
Ｂ
さ
ん
は
清
書
の
み
を
任
さ
れ
た
人

物
だ
と
考
え
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

五
、『
思
ひ
出
』
執
筆
当
時
の
様
子

本
項
で
は
、
文
献
資
料
か
ら
『
思
ひ
出
』
執
筆
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

春
子
に
関
す
る
記
録
は
あ
ま
り
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
創
建
五
十
年
記
念
特
集
号
と
し
て
、『
れ
い
ろ
う
』

第
十
八
巻
五
・
六
号
に
春
子
の
特
集
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
学
祖
広
池
千
九
郎
の
奥
様
、
春
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子
夫
人
の
ご
苦
労
を
偲
び
、
感
謝
と
報
恩
の
念
を
新
た
に
す
る
」
と
い
う
目
的
で
、
春
子
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
々
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
出
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
の
ち
に
『
廣
池
春
子
夫
人
』
と
い
う
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら

れ
、
春
子
の
人
柄
や
当
時
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
数
名
が
『
思
ひ
出
』
執
筆
当

時
の
様
子
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

篠
原
直
吉
氏
に
よ
る
と
、
あ
る
日
春
子
は
「
自
分
も
年
を
と
っ
た
の
で
、
何
か
今
ま
で
の
思
い
出
を
書
い
て
み
よ
う
」、「
第

一
章
は
ど
こ
ま
で
、
第
二
章
は
ど
こ
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
二
晩
考
え
た
と
こ
ろ
、
頭
の
中
に
も
う
本
が
出

３
）

来
た
」
と
語
っ
た

と
い
う
。
ま
た
、
炭
崎
守
一
氏
は
、
春
子
が
「
博
士
の
こ
と
を
自
分
が
書
か
な
け
れ
ば
、
誰
も
書
く
人
が
い
な
い
」、「
み
ん
な

は
、
博
士
は
偉
い
偉
い
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
も
っ
と
ご
苦
労
さ
れ
た
内
容
を
話
し
て
ほ

４
）

し
い
」
と
語
り
、
自
ら
を

叱
咤
し
て
筆
を
と
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、『
思
ひ
出
』
が
出
版
さ
れ
る
前
年
の
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
初
秋
の
頃
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
二
十
二
年
と
い
え
ば
、
千
九
郎
の
十
回
忌
に
あ
た
る
年
で
あ
り
、
十
周
年
の
記
念
追
悼
式
が
行
わ
れ
て
い
る
。
春
子
は
こ

の
記
念
行
事
を
終
え
て
、
自
身
の
中
で
人
生
の
区
切
り
を
迎
え
、
千
九
郎
と
過
ご
し
た
日
々
を
回
顧
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

没
後
十
年
を
記
念
し
て
の
回
想
記
を
、
周
囲
に
依
頼
さ
れ
て
書
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
出
版
時
期
と
門
人
ら
の
記
述
か
ら

推
察
で
き
る
。

春
子
は
、
誰
に
依
頼
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
千
九
郎
の
苦
労
の
内
容
を
皆
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
、
自
発

的
に
書
き
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
千
九
郎
の
苦
労
と
努
力
を
伝
え
ら
れ
る
の
は
自
分
し
か
い
な
い
、
と
の
使
命
感
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
執
筆
を
決
意
し
て
か
ら
一
、
二
ヵ
月
の
後
に
、
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
「
よ
う
や
く
原
稿
が
で
き
た
」
と
、

と
て
も
う
れ
し
そ
う
な
笑
顔
を
見
せ
な
が
ら
語
っ
た
と

５
）

い
う
か
ら
、
執
筆
は
春
子
に
と
っ
て
楽
し
い
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
か

『思ひ出』の執筆者に関する一考察



ろ
う
か
。

こ
う
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
原
稿
は
、
長
男
で
あ
り
、
当
時
の
研
究
所
所
長
で
あ
っ
た
廣
池
千
英
氏
が
出
版
に
向
け
て
池
田
貫

也
氏
に
校
正
を
依
頼
し
、
春
子
と
と
も
に
原
稿
の
見
直
し
が
行
わ

６
）

れ
た
。
前
項
で
検
討
し
た
原
稿
Ｃ
の
加
筆
部
分
は
、
池
田
氏

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
山
政
男
氏
も
、
池
田
氏
は
校
正
の
手
伝
い
を

７
）

し
た
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
、
春
子
が
執
筆

し
た
内
容
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
大
幅
な
改
変
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
春
子
の
意

思
を
尊
重
し
な
が
ら
の
校
正
作
業
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
門
人
ら
の
回
想
か
ら
、
原
稿
の
執
筆
は
春
子
自
身
が
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
最
終
的
な
校
正
も
、
春
子
を
交
え
て
池
田
氏
が
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
最
も
推
敲
箇
所
の

多
い
Ａ
さ
ん
の
原
稿
（
筆
跡
Ａ
）
が
春
子
の
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
原
稿
に
校
正
を
加
え
て
い
る
筆
跡
Ｃ
が
池
田
氏
の
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
立
証
で
き
た
。

六
、
原
稿
執
筆
者

筆
跡
Ａ
の
人
物
は
春
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
前
項
に
て
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
、
春
子
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
な
書
簡
の
筆
跡
と
、
筆
跡
Ａ
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
双
方
の
「
な
」
の
字
及
び
「
ま
し
た
」
の
「
し
」
の
字
が
酷
似
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
第
９
図
）。
両
者
は
同
一
人
物
と
み
て
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
跡
に
よ
る
比
較
か
ら
も
、
Ａ

さ
ん
は
春
子
で
あ
る
こ
と
が
追
認
で
き
た
。

で
は
、
清
書
し
た
Ｂ
さ
ん
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。『
思
ひ
出
』
の
初
版
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
序
文
や
寄
稿
文
が
添
え
ら
れ
て
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い
る
。
長
男
千
英
氏
は
序
文
を
書
き
、
長
女
と
よ
子
氏
は
「
母
を
偲
び
て
」、
次
女
の
富
氏
（
以
下
、
富
と
す
る
）
は
「
母
を

讃
え
る
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
廣
池
千
九
郎
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
寄
稿
原
稿
を
比
較
す
る
と
、
富

の
寄
稿
文
の
筆
跡
は
、
筆
跡
Ｂ
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
10
図
）。
ま
た
、
使
用
し
て
い
る
原
稿
用
紙
も
、
Ｂ
さ
ん
の

原
稿
用
紙
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
次
女
の
富
が
春
子
の
原
稿
を
清
書
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

富
は
千
九
郎
の
原
稿
の
清
書
を
手
伝
っ
た
り
、
後
に
『
父

廣
池
千
九
郎
』
と
い
う
回
想
録
を
執
筆
し
た
り
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
著
作
活
動
に
関
す
る
心
得
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
富
は
春
子
に
と
っ
て
は
非
常
に
身
近
な
人
物
で
あ

り
、
個
人
的
に
清
書
を
依
頼
す
る
相
手
と
し
て
は
最
も
自
然
な
相
手
で
あ
る
。
春
子
を
と
り
ま
く
状
況
か
ら
も
、
筆
跡
の
比
較

か
ら
も
、
Ｂ
さ
ん
は
富
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 の

跡との比較

第10図 筆跡 Bと富の書簡・寄

稿文筆跡との比較

『思ひ出』の執筆者に関する一考察
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七
、
お
わ
り
に

結
論
と
し
て
は
、
Ａ
さ
ん
は
春
子
、
Ｂ
さ
ん
は
富
、
Ｃ
さ
ん
は
池
田
氏
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
原
案
を
ま

と
め
た
の
は
春
子
で
あ
る
こ
と
が
門
人
ら
の
回
想
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
実
際
に
遺
さ
れ
て
い
る
春
子
直
筆
の
原
稿
は
、
原

稿
用
紙
一
枚
に
も
満
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
富
が
ど
の
程
度
ま
で
原
稿
執
筆
に
関
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
証
で
き
な

か
っ
た
。
清
書
す
る
時
点
で
、
春
子
の
原
稿
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
り
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
取
捨
選
択
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
富
に
よ
る
清
書
原
稿
に
、
春
子
に
よ
る
推
敲
前
の
原
稿
が
切
り
貼
り
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
一
度
は
除
外
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
後
に
採
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、『
思
ひ
出
』
序
文
で
長
男
の
千
英
氏
は
、「
母
の
文
に
は
多
少
判
り
難
い
所
が
あ
る
と
は
存
じ
ま
し
た
が
、
か
へ
つ

て
原
文
そ
の
ま
ま
の
方
が
母
の
真
意
を
お
伝
へ
出
来
る
か
と
存
じ
ま
し
て
、
そ
の
ま
ま
版
に
い
た
し
ま
し
た
」
と
読
者
に
断
っ

て
い
る
。
ま
た
、
富
を
は
じ
め
門
人
ら
は
、
千
九
郎
の
原
稿
を
清
書
す
る
際
に
、
原
文
に
忠
実
に
写
す
こ
と
を
徹
底
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
春
子
の
原
稿
に
富
が
手
を
加
え
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
文
体
や
内
容
の
吟

味
を
通
じ
て
、
富
の
影
響
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
は
あ
る
が
、『
思
ひ
出
』
は
春
子
が
内
容
構
成
か
ら
原
案
執
筆
ま
で
手
が

け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
富
の
影
響
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
、
次
稿
で
は
内
容
の
検
討
に
入
り
た
い
。
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生
の
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が
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池
田
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也
先
生
が
原
稿
の
校
正
を
は
じ
め
ら
れ
、
そ
れ
が
年
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春
子
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出
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の
原
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め
ら
れ
る

よ
う
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ら
れ
、
そ
れ
を
池
田
貫
也
先
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冊
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ま
し
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『思ひ出』の執筆者に関する一考察


