
- 1 -

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説

―
一
八
九
〇
年
の
「

浮
城
物
語
」

―

報
知

異
聞

桒
原
丈
和

一

象
と
獅
子

矢
野
龍
渓
が
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
「
報
知
異
聞
」
と
い
う
題
名
で
一

八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
九
日
ま
で
六
十
三

回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
後
に
単
行
本

（
１
）

に
ま
と
め
た
「

浮
城
物
語
」

報
知

異
聞

の
「
第
五
十
四
回

騎
象
天
満
宮
」
（
三
月
十
日
掲
載
）
で
は
副
題
の
と
お

り
浮
城
艦
隊
の
統
領
作
良
義
文
が
「
日
本
風
の
衣
冠
束
帯
」
を
身
に
つ
け

象
に
乗
っ
て
ジ
ャ
ワ
島
の
旧
帝
都
「
空
軽
太
」
へ
入
府
行
進
を
す
る
。
な

ソ

ラ

カ

ル

タ

ぜ
そ
の
よ
う
な
「
異
常
に
し
て
平
生
に
御
不
似
合
な
る
」
こ
と
を
し
た
の

ふ

に

あ

ひ

か
と
い
う
語
り
手
神
井
清
太
郎
の
質
問
に
対
し
て
作
良
は
「
東
印
度
諸
島

の
人
民
は
何
事
に
よ
ら
す
壮
大
な
る
物
に
服
事
す
る
の
性

質
あ
り
、
故
に

う
ま
れ
つ
き

入
府
の
行
装
に
付
て
は
余
も
亦
た
大
に
工
夫
を
費
せ
り
、
象
は
元
と
此
地

い
で
た
ち

に
産
せ
さ
る
を
以
て
人
民
之
を
珍
奇
と
す
」
「
入
府
の
際
に
我
れ
若
し
平
生

め
づ
ら
し

の
如
く
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
洋
服
を
着
け
な
ば
此
国
の
人
民
或
は
服
装
上

み

な

り

よ
り
我
ゝ
を
西
洋
人
に
近
き
者
の
如
く
思
ひ
倣
し
蘭
人
に
代
は
る
に
又
た

一
の
西
洋
人
種
を
以
て
す
る
の

感

を
懐
か
は
其
心
に

楽

ま
さ
る
こ
と
分

お
も
わ
く

た
の
し

明
な
り
、
依
て
は
蘭
人
等
と
全
く
別
種
な
る
東
洋
一
帝
国
の
義
人
か
救

援

た
す
け
す
く
う

の
為
に
来
れ
る
の
思
を
為
さ
し
む
る
を
必
要
と
す
」
と
そ
の
理
由
を
語
る

（
２
）

。
そ
れ
を
聞
い
た
神
井
は
「
先
生
か
一
挙
手
、
一
投
足
も
亦
た
決
し
て

道
理
な
き
事
を
な
さ
ヽ
る
に
感
服
」
す
る
の
だ
が
、
も
う
一
点
行
進
の
中
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に
鉄
鎖
で
牽
か
れ
た
「
馴
獅
子
雌
雄
二
頭
」
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
つ
い

な

れ

た

し

ゝ

め
す
を
す

て
は
特
別
な
説
明
が
な
い
ま
ま
終
っ
て
い
る
。

『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
に
も
こ
の
雌
雄
二
頭
の
「
獅

子
」
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
実
際
の
ラ
イ
オ
ン
よ
り
も
神

社
に
あ
る
獅
子
・
狛
犬
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
く
、
「
衣
冠
束
帯
」
と
合
わ
せ
て

神
社
・
「
天
満
宮
」
と
い
う
連
想
を
作
り
出
す
べ
く
獅
子
を
行
進
に
参
加
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
象
と
獅
子
は
仏
像
・
仏
画
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
普
賢
菩
薩
と
文
殊
菩
薩
を
背
に
乗
せ
て
い
る
動
物
で
あ
り
、

「
印
度
」
（
正
確
に
は
「
東
印
度
諸
島
」
、
す
な
わ
ち
現
在
で
い
う
東
南
ア

ジ
ア
南
部
で
は
あ
る
が
）
と
い
う
言
葉
・
地
域
と
の
連
想
に
よ
る
結
び
つ

き
も
見
え
て
く
る
。

そ
う
い
う
近
代
以
前
か
ら
続
く
つ
な
が
り
に
加
え
て
、
こ
の
奇
妙
な
行

進
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
「
浮
城
物
語
」
の
主
な
舞
台
で
あ
る
ア
ジ
ア
の

南
の
地
域
に
つ
い
て
こ
の
時
代
の
読
者
が
新
た
に
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
イ

メ
ー
ジ
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
福
沢
諭
吉
の
「
世

界
国
尽
」（

３
）

で
は
巻
頭
の
「
亜
細
亜
洲
」
の
「
印
度
地
」
を
説
明
す
る
挿

絵
に
「
印
度
の
人
象
に
の
る
」
「
獅
子
う
は
ゞ
み
を
喰
ふ
」
と
い
う
文
を
添

え
た
象
と
ラ
イ
オ
ン
の
絵
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
世
界
国
尽
」
は
明
治

初
期
の
日
本
に
お
い
て
海
外
に
つ
い
て
の
情
報
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
は
ア
ジ
ア
の
南
の
地
域(

「
東

印
度
諸
島
」
）
と
象
や
ラ
イ
オ
ン
を
結
び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
広
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
象
と
ラ
イ
オ
ン
と
言
え
ば
ア
フ
リ
カ
と
の

結
び
つ
き
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が

（
４
）

、
戦
前
・
戦
後
ま
も
な

く
の
少
年
向
け
読
物
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
以
前
は
イ
ン

ド
の
方
に
象
・
ラ
イ
オ
ン
と
い
う
結
び
つ
き
が
あ
り

（
５
）

、
そ
れ
が
「
浮
城

物
語
」
に
も
流
れ
こ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
理
を
め
ぐ
る
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
の
枠
組
み
は
も
ち
ろ
ん

「
世
界
国
尽
」
な
ど
の
地
理
書
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
広
め
ら
れ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
（
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
）
小
説

な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
情
報
発
信
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
様
々
な
分
野
に
影
響
を
与
え
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
『
想
像
の
共
同
体

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』

（
６
）

は
「
国
民
国
家
」
の
成
立
に
関
し
て
新
聞
メ
デ
ィ
ア
と
並
ん
で
小
説
が

果
た
し
た
役
割
に
注
目
し
た
。
た
だ
拙
論
「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と

し
て
の
小
説

―
幸
田
露
伴
と
「
浮
城
物
語
」
論
争

―
」（

７
）

に
お
い
て

論
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
啓
蒙
」
的
ま
た
は
建
設
的
な
有
用
な
情
報
だ

け
で
は
な
く
無
用
な
情
報
を
も
含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
絶
対
に
無
用

な
情
報
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、
情
報
と
ノ
イ
ズ
を
分
け
る
有

用
性
に
関
す
る
基
準
は
時
代
・
地
域
・
階
層
・
集
団
に
よ
っ
て
決
定
し
て

お
り
限
定
し
た
状
況
の
中
で
は
明
ら
か
に
無
用
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
生

じ
て
く
る
。

こ
の
象
と
ラ
イ
オ
ン
の
場
面
も
、
日
本
と
は
植
生
・
風
俗
な
ど
が
全
く

違
う
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
読
者
を
楽
し
ま
せ
た
り
登
場
人
物
の
深

謀
遠
慮
を
説
明
す
る
場
面
と
し
て
小
説
内
で
は
機
能
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
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し
か
し
海
外
に
関
す
る
知
識
と
し
て
見
る
と
い
く
ら
か
ず
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
浮
城
物
語
」
後
半
の
主
な
舞
台
に
な

っ
て
い
る
ジ
ャ
ワ
島
・
ボ
ル
ネ
オ
島
・
ス
マ
ト
ラ
島
な
ど
の
地
域
に
つ
い

て
、
た
と
え
ば
「
世
界
国
尽
」
で
は
「
大
洋
洲
」
の
中
で
解
説
し
て
い
る

の
だ
が
、
「
西
洋
諸
国
支
配
の
地
」
「
都
て
此
辺
の
島
々
に
住
居
す
る
人
は

す
べ

島
人
の
種
類
に
て
風
俗
甚
は
だ
陋
し
く
、
欧
羅
巴
人
の
支
配
を
受
て
こ
れ

に
従
へ
り
。
或
は
山
の
奥
に

籠

て
独
立
せ
る
も
の
も
あ
り
」
と
い
う
程
度

こ
も
り

の
紹
介
し
か
さ
れ
て
い
な
い
。
海
外
の
情
報
と
し
て
は
、
「
大
洋
洲
」
地
域

そ
の
も
の
よ
り
も
そ
こ
を
支
配
し
「
赤
道
ち
か
き
暖
帯
に
生
じ
て
余
る
産

物
を
、
遠
く
た
づ
さ
へ
本
国
の
衣
食
に
供
へ
富
を
足
し
」
て
い
る
「
西
洋

諸
国
」
に
お
け
る
「
地
理
の
学
問
、
航
海
の
術
を
研
が
き
し
文
明
の
勇
と

知
識
の
功
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が

「
世
界
国
尽
」
に
と
っ
て
の
有
用
な
情
報
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
世
界
国

尽
」
は
そ
の
冒
頭
か
ら
「
土
地
の
風
俗
人
情
も

処

変
れ
ば
し
な
か
は
る
。

と
こ
ろ
か
は

そ
の
様
々
を
知
ら
ざ
る
は
人
の
ひ
と
た
る
甲
斐
も
な
し
」
と
い
う
よ
う
に

さ
ま

ぐ

世
界
の
地
理
に
つ
い
て
の
知
識
の
必
要
性
を
訴
え
、
そ
れ
は
「
欧
羅
巴
洲
」

に
お
け
る
「
彼
の
産
業
の
安
く
し
て
彼
商
売
の
繁
昌
し
兵
備
整
ひ
武
器
足

か

ス
ギ
ハ
ヒ

か
の

り
て
世
界
に
誇
る
太
平
の
そ
の
源
を
尋
る
に
本
を

務

る
学
問
の
枝
に
咲
き

も
と

つ
と
む

た
る
花
な
ら
ん
。
花
見
て
花
を
羨
む
な
、
本
な
き
枝
に
花
は
な
し
。
一
身

ヒ

ト

リ

の
学
に
急
ぐ
こ
そ
進
歩
は
か
ど
る
紆

路
、
共
に
辿
り
て
西
洋
の
道
に

栄

ア

ユ

ミ

マ
ハ
リ
ミ
チ

さ
か
ゆ

る
花
を
み
ん
」
と
い
う
記
述
を
頂
点
と
し
て
い
る
。
た
だ
見
知
ら
ぬ
地
の

珍
し
い
文
物
だ
か
ら
伝
え
よ
う
と
い
う
娯
楽
と
し
て
の
知
と
い
う
立
場
に

は
立
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
本
文
が
七
五
調
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
体
を
選

ん
で
い
る
形
式
的
な
娯
楽
性
と
好
対
照
で
あ
る
。
も
っ
と
も
先
程
紹
介
し

た
象
と
獅
子
に
つ
い
て
の
挿
絵
と
文
字
に
よ
る
解
説
の
よ
う
な
有
用
で
は

な
い
情
報
無
し
に
「
啓
蒙
」
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
。

「
浮
城
物
語
」
と
同
時
期
の
海
外
情
報
を
伝
え
る
も
の
、
た
と
え
ば
「
我

日
本
太
平
洋
中
ニ
兀
立
シ
、
近
ク
濠
洲
ニ
面
シ
テ
陽
ニ
南
洋
諸
島
ヲ
控
ユ
、

故
ニ
南
洋
ノ
近
時
ノ
如
キ
ハ
我
国
人
ガ
一
日
モ
注
意
ヲ
忽
カ
セ
ニ
ス
可
カ

ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
「
自
序
」
で
語
る
志
賀
重
昂
の
「
南
洋
時
事
」（

８
）

で
も
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
あ
た
る
地
域
に
つ
い
て
の
情
報
は
載
っ
て

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
南
洋
時
事
」
は
志
賀
重
昂
が
実
際
に
戦
艦
筑
波
に

乗
船
し
て
「
南
洋
」
を
見
聞
し
た
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
直
接
足

を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
地
域
に
つ
い
て
の
情
報
が
詳
し
く
な
い
の
は
当
然

と
も
言
え
る
が
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
時
代
の
情
報
の
隙
間
を
埋
め
る
小
説

メ
デ
ィ
ア

と
し
て
「
浮
城
物
語
」
が
登
場
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

情
報
の
発
信
源
と
し
て
小
説
を
と
ら
え
る
見
方
は
、
長
い
間
政
治
的
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
。
特
に
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
内
の
対
立
や
日
本
共
産
党
と
党
員
文
学
者
と
の
関
係
、
い
わ
ゆ

る
「
政
治
と
文
学
」
と
い
う
問
題
の
立
て
方
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
小
説

を
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
る
（
小
説
を
小
説
と
し
て
読
む
、
と
い
う
言
い

方
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
の
で
は
な
く
思
想
・
信
条
な
ど
の
宣
伝

の
道
具
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
は
反
「
文
学
」
的
な
態
度
と
し
て
否
定
的

に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
批
判
の
根
拠
と
し
て
文
学
の
完
結
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性
・
自
立
性
・
自
律
性
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
か
の
た
め
の

文
学
で
は
な
く
、
文
学
は
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
読
ま
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と

し
て
の
文
学
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
小
説
を
何
か
他
の
目
的

の
た
め
の
も
の
と
見
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
知
る
楽
し
み
、
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
楽
し
み
も
小

説
を
読
む
楽
し
み
で
あ
る
以
上
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
考
え
た
こ
と
が
な

か
っ
た
こ
と
を
情
報
と
し
て
受
け
と
め
る
と
い
う
点
を
無
視
し
て
小
説
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
小
説
は
様
々
な
読
者
（
「
読
む
」
メ

デ
ィ
ア
ば
か
り
で
は
な
い
が
便
宜
的
に
こ
の
言
葉
を
使
う
）
に
影
響
を
与

え
る
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
他
の
諸
メ
デ
ィ
ア
と
連
関
し
影
響

を
与
え
合
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
浮
城
物
語
」
を
連
載
さ
れ
て
い

た
『
郵
便
報
知
新
聞
』
と
い
う
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
置
い
て
み
る
と
ど

う
な
る
だ
ろ
う
か
。

二

『
郵
便
報
知
新
聞
』
と
「
報
知
異
聞
」

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
「
浮
城
物
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
単
行
本
に

な
っ
た
時
に
新
た
に
付
さ
れ
た
も
の
で
『
郵
便
報
知
新
聞
』
紙
上
で
は
単

行
本
の
角
書
き
に
な
っ
て
い
る
「
報
知
異
聞
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
連
載

さ
れ
て
い
た
。
『
郵
便
報
知
新
聞
』
で
は
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
十
月

か
ら
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
十
一
月
ま
で
「

報
知
叢
談
」
と
い
う
総

嘉
坡

通
信

題
で
矢
野
龍
渓
・
森
田
思
軒
・
原
抱
一
庵
の
手
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
様

々
な
翻
訳
小
説
を
掲
載
し
続
け
て
い
た

（
９
）

。
当
時
の
翻
訳
小
説
に
は
文
学

改
良
の
た
め
の
手
本
の
他
に
海
外
の
文
物
・
出
来
事
に
つ
い
て
の
情
報
を

広
め
る
「
啓
蒙
」
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が

（10

）

、
「
報
知

叢
談
」
を
受
け
継
ぐ
形
で
「
報
知
異
聞
」
の
連
載
の
始
ま
っ
た
こ
と
を
意

識
し
て
見
直
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
書
か
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
が

主
な
舞
台
に
な
っ
て
い
る
そ
れ
ま
で
の
翻
訳
小
説
と
は
異
な
る
地
域
に
つ

い
て
の
情
報
を
発
信
す
る
べ
く
始
ま
っ
た
連
載
と
い
う
意
味
づ
け
も
可
能

で
あ
る
。

連
載
の
開
始
に
当
た
っ
て
は
事
前
に
予
告
も
な
く
、
ま
た
連
載
開
始
後

も
紙
面
上
で
小
説
と
し
て
特
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

一
月
十
六
日
の
第
一
回
に
付
さ
れ
た
「
緒
言
」
で
は
、
た
ま
た
ま
「
社
員
」

が
入
手
し
た
神
井
清
太
郎
と
い
う
人
物
か
ら
の
「
外
国
郵
便
」
が
「
清
太

郎
自
家
身
上
の
経
歴
史
に
し
て
其
事
絶

快
、
人
を
し
て
魂
飛
び
神
遊
は
し

ぜ
つ
く
わ
い

む
宛
然
一
個
の
好
小
説
」
で
あ
る
故
に
手
を
入
れ
て
「
報
知
異
聞
」
と
し

え
ん
ぜ
ん

て
こ
こ
に
掲
載
す
る
、
と
い
う
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組

み
の
設
定
自
体
は
こ
の
時
期
に
限
ら
ず
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
よ
く
見

ら
れ
る
も
の
だ
が
、
紙
面
上
に
置
い
て
見
る
と
「
報
知
異
聞
」
を
実
際
の

出
来
事
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
他
の
記
事
と
区
別
で
き
な
い
場
所
に
位
置

づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
「
報
知
異
聞
」
は
連
載
開
始
か
ら
終
了

ま
で
一
貫
し
て
社
説
的
な
巻
頭
記
事
（
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
た
一
月
十
六

日
で
あ
れ
ば
「
争
点
を
明
ら
か
に
せ
す
し
て

漫

に
争
闘
す
る
こ
と
勿
れ
」
、

み
だ
り

そ
う
と
う
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最
終
回
が
掲
載
さ
れ
た
三
月
十
九
日
は
「
婦
人
演
説
討
論
会
」
）
の
後
に
一

面
の
半
分
を
占
め
て
掲
載
さ
れ
て
い
る

（11

）

。
こ
れ
は
「
報
知
叢
談
」
が
途

中
か
ら
一
面
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
を
引
き
継
い
で
い
る
た

め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
四
面
（
そ
の
う
ち
の
一
面
は
広
告
）
か
ら
な
る

新
聞
全
体
の
中
で
非
常
に
目
立
つ
場
所
を
与
え
ら
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

そ
の
よ
う
に
形
式
的
に
紙
面
に
と
け
こ
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
『
郵

便
報
知
新
聞
』
全
体
の
中
に
「
報
知
異
聞
」
を
置
い
て
読
み
直
す
と
、
様

々
な
他
の
記
事
と
の
間
に
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ど
こ
ま

で
矢
野
龍
渓
や
他
の
記
事
の
執
筆
者
が
両
者
を
関
係
づ
け
よ
う
と
意
図
し

て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
十
九
世
紀
終
盤
の
日
本
に
お
い
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
抱
え
て
た
問
題
や
報
道
の
枠
組
み
が
「
報
知
異
聞
」

と
こ
れ
ら
の
記
事
を
結
び
つ
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
月
二
十
二
日
掲
載
の
「
第
七
回

新
版
図
」
に
お
い
て

自
分
た
ち
の
第
一
の
目
的
地
と
し
て
作
良
統
領
は
ア
フ
リ
カ
の
マ
ダ
ガ
ス

カ
ル
島
を
あ
げ
た
後
、
「
已
に
馬
島
を
略

有
せ
は
夫
よ
り
手
を
延
て
接
近

り
ゃ
く
ゆ
う

せ
る
阿
非
利
加
内
地
を
侵
略
せ
ん
馬
島
に
対
し
阿
非
利
加
大
陸
よ
り
海
に

注
ぐ
散
別
な
る
大
河
あ
り
、
其
長
さ
数
百
里
に
亘
る
沿
河
の
地
最
も
豊
饒

ザ
ム
ベ
シ

な
り
」
と
言
葉
を
続
け
て
い
る
。
現
在
の
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
を
流
れ
る
「
散
別

ザ
ム
ベ
シ

な
る
大
河
」
の
名
前
は
前
日
二
十
一
日
の
「
群
小
政
治
、
葡
国
の
騒

擾
」

さ
う
じ
や
う

と
い
う
「
ザ
ン
ベ
シ
河
」
流
域
を
巡
る
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
対
立

を
紹
介
す
る
巻
頭
記
事
に
登
場
し
て
い
た
。
「
報
知
異
聞
」
に
お
け
る
現
在

時
は
「
明
治
十
一
年
の
頃
」
と
「
緒
言
」
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当

時
未
だ
領
有
の
定
ま
ら
な
か
っ
た
ア
フ
リ
カ
東
岸
部
が
十
年
あ
ま
り
経
っ

た
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
同
士
の
争
い
の
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
月
十
四
日
・
十
五
日
・
十
七
日
・

十
八
日
・
二
十
日
の
五
日
間
に
わ
た
っ
て
軍
艦
比
叡
に
同
乗
し
て
の
ハ
ワ

イ
・
サ
モ
ア
な
ど
の
南
洋
諸
島
を
訪
れ
た
特
派
員
に
よ
る
「
南
洋
紀
行
」

と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
サ
モ
ア
の
新
旧
勢
力
そ
れ
ぞ
れ
と
結
び
つ
い

た
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
直

接
「
報
知
異
聞
」
の
舞
台
や
登
場
す
る
列
強
国
と
は
重
な
ら
な
い
も
の
の
、

「
南
洋
」
の
現
状
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
臨
場
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。

リ

ア
リ

テ

ィ

ま
た
、
一
月
二
十
七
日
の
「
雑
報
」
欄
で
は
「
陸
軍
歩
兵
大
佐
村
田
経

芳
氏
」
の
帰
朝
報
告
の
記
事
の
中
で
「
軍
事
上
殊
に
銃
砲
の
精
巧
は
近
時

せ
い
こ
う

各
国
競
争
の
焼
点
」
で
あ
り
、
ま
た
村
田
大
佐
が
「
伯
林
」
の
「
ク
ル
ッ

せ
う
て
ん

プ
製
作
所
」
を
視
察
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
「
我

国
の
海
軍
は
仮
令
ひ
進
て
諸
強
固
と
雄
を
争
ふ
程
に
せ
ず
と
も
退
て
本
国

か
い
ぐ
ん

の
守
衛
に
遺
憾
な
き
ま
て
の
準
備
な
か
る
へ
か
ら
す
」（12

）

と
し
て
列
強
の

し
ゅ
え
い

い

か

ん

じ
ゅ
ん
び

侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
に
軍
事
力
の
充
実
を
訴
え
る
『
郵
便
報
知
新
聞
』

ら
し
い
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
の
前
日
二
十
六
日
の
「
報
知
異
聞
」
の
「
第

十
一
回

新
発
明
」
で
は
遠
征
隊
の
戦
艦
に
「
大
砲
二
門
、
皆
な
口
径
五

「
イ
ン
チ
」
（
五
寸
）
の
ク
ル
ッ
プ
砲
」
が
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

化
学
担
当
で
あ
る
「
桂
氏
の
発
明
せ
る
漸

燃

砲
を
以
て
す
る
時
は
彼
の

ス
ロ
ー
ホ
ル
ニ
ン
グ

雷
薬
を
用
て
五
寸
ク
ル
ッ
プ
砲
を
十
五
度
の
仰
角
に
発
射
し
能
く
六
千
ヤ

は
つ
し
や
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ル
ド
（
五
十
町
）
の
遠
距
離
に
達
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ

え

ん

き

よ

り

た
つ

は
「
最
も
巨
大
に
し
て
且
つ
遠
距
離
を
射
る
に
堪
ゆ
る
世
界
の
大
砲
中
に

え

ん

き
よ

り

た

て
は
ク
ル
ッ
プ
氏
の
百
五
十
噸
砲
、
及
ひ
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
氏
の
百
三

ト
ン

十
九
噸
砲
」
よ
り
も
強
力
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
最

新
兵
器
と
し
て
、
ま
た
登
場
人
物
が
開
発
す
る
新
兵
器
の
威
力
を
伝
え
る

指
標
と
し
て
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
ク
ル
ッ
プ
砲
」
に
、
翌
日
の
村

田
大
佐
の
記
事
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
「
新
発
明
」
の
回
で
は
機
械
兼
電
気
担
当
の
梨
山
に
よ
る
電
気
を

用
い
た
武
器
に
つ
い
て
の
実
験
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
電
気
は
「
雑
報
」

欄
で
新
技
術
・
未
来
の
技
術
と
し
て
何
度
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク

で
あ
る
。
同
じ
一
月
二
十
六
日
に
は
「
米
国
に
於
け
る
電
気
工
業
」
と
し

て
「
電
気
鉄
道
」
「
電
燈
」
「
市
街
電
力
伝
送
法
」
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後

も
二
月
二
十
六
日
「
汽
車
鉄
道
の
験
測
器
」
、
同
二
十
七
日
「
空
中
旅
行
の

電
気
自
転
車
」
と
い
う
記
事
が
続
い
て
い
る
。

矢
野
龍
渓
は
連
載
終
了
後
に
発
表
し
た
「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
に

お
い
て
執
筆
の
苦
心
の
一
つ
と
し
て
「
未
だ
「
ク
ル
ツ
プ
砲
」
「
ア
ー
ム
ス

ト
ロ
ン
グ
砲
」
の
形
を
す
ら

詳

か
に
せ
ざ
る
」
よ
う
な
「
読
者
」
に
ど

つ
ま
び
ら

の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
大
砲
に
つ
い
て
の
「
想
像
を
引
起
す
」
こ
と
が
で
き

る
か
悩
ん
だ
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

（13

）

。
そ
れ
は
他
の
最
新
技
術
や
新
兵
器

や
日
本
に
は
存
在
し
な
い
様
々
な
文
物
や
動
植
物
に
つ
い
て
も
同
様
な
わ

け
だ
が
、
『
郵
便
報
知
新
聞
』
全
体
で
読
む
と
た
と
え
ば
具
体
的
に
大
砲
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ら
が
持
つ
威
力
や
社
会
的
・
国

際
的
な
影
響
力
な
ど
は
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
報
知
異
聞
」

は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
読
者
に
一
貫
し
た
テ
ー

マ
・
前
提
の
元
で
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
「
報

知
異
聞
」
を
中
に
置
く
こ
と
で
巻
頭
記
事
や
「
雑
報
」
欄
で
取
り
扱
え
な

い
情
報
、
た
と
え
ば
緊
急
性
が
な
い
、
直
接
現
在
の
日
本
に
は
関
係
が
な

い
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
小
説
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小

説
と
い
う
見
方
は
他
の
小
説
に
対
し
て
も
通
用
す
る
わ
け
だ
が
（
実
際
最

近
は
そ
の
よ
う
な
小
説
の
取
り
扱
い
方
が
流
行
し
て
い
る
）
、
し
か
し
こ
れ

だ
け
が
唯
一
の
小
説
の
見
方
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
先
程
あ
げ
た
も
う

一
つ
の
「
小
説
を
小
説
と
し
て
読
む
」
立
場
も
小
説
の
と
ら
え
方
と
し
て

重
要
な
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
の
一
方
を
採
る
の
で
は
な
く
両

者
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
外
の
見
方
が
あ
る
な
ら
そ
れ
も
含
め
て
）
か
ら
一

つ
一
つ
の
小
説
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
「
浮
城
物
語
」

だ
け
で
は
な
く
小
説
全
般
に
関
し
て
現
在
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い

な
い
の
は
歴
史
的
な
経
緯
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
先
程
例
に
あ
げ
た

「
政
治
と
文
学
」
の
問
題
以
前
で
も
、
「
文
学
」
概
念
が
更
新
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
近
代
初
期
に
お
い
て
既
に
対
立
は
現
れ
て
い
た
。
石
橋
忍
月
と

内
田
魯
庵
が
「
浮
城
物
語
」
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
「
浮
城
物
語
」
論
争

は
小
説
観
の
対
立
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
以
上
述
べ
た
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
を
許
容
す
る
か
否
か
と
い
う
対
立
も
含
ま
れ
て
い

た
。
「
浮
城
物
語
」
や
様
々
な
小
説
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
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の
中
で
読
み
直
す
た
め
に
、
近
代
小
説
に
お
け
る
対
立
の
様
相
を
見
直
す

こ
と
に
す
る
。

三

「
娯
楽
」
と
「
天
然
」
「
自
然
」

た
の
し
み

矢
野
龍
渓
は
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
は
し
む
る
に
在
り
」
と
単
行

本
『
浮
城
物
語
』
の
「
自
序
」
に
記
し

（14

）

、
そ
の
後
の
「
浮
城
物
語
立
案

の
始
末
」
で
も
「
ワ
ル
テ
ル
、
ス
コ
ツ
ト
氏
」
の
「
小
説
は
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽

ふ

ぜ

ん

た
の
し
み

を
世
人
に
与
る
者
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
自
身
の
小
説
観
を
語
っ

て
い
る
。
こ
の
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
小
説
観
に
対
し
て
、

石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
が
現
在
の
読
者
を
否
定
ま
た
は
無
視
し
て
（
「
時
人

に
愛
好
せ
ら
る
ゝ
の
書
は
名
著
に
あ
ら
ず
」
（
石
橋
忍
月
）（15

）

、
「
不
活
眼

社
会
」
（
内
田
魯
庵
）（16

）

）
、
内
容
・
描
写
に
関
す
る
基
準
に
立
っ
た
小
説

観
で
対
抗
し
、「
浮
城
物
語
」
を
全
否
定
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
浮
城
物
語
」

論
争
で
あ
る
。
双
方
の
立
場
に
つ
い
て
は
以
前
に
述
べ
た
が

（17

）

、
あ
ら
た

め
て
見
て
み
る
と
、
こ
の
対
立
は
小
説
と
小
説
の
外
部
の
関
係
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
矢
野
龍
渓
は
小
説
を
い
わ
ば
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
読
者
や
外
界
（
ま
た
は
他
の
言
説
）
と
の
関
係
で
と
ら
え

て
い
る
の
に
対
し
て
、
石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
は
小
説
を
い
わ
ば
芸
術
と

し
て
そ
れ
自
体
で
完
結
し
外
界
（
ま
た
は
他
の
言
説
）
か
ら
自
立
し
た
も

の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
ま
ず
は
矢
野
龍
渓
の
語
る
と
こ
ろ
を
見
て
み

よ
う
。

読
者
に
娯
楽
を
与
ふ
る
は
小
説
の
正
産
物
な
り
、
世
を
矯
め
俗
を
激

し
、
人
を
戒
め
時
を
諷
す
る
は
是
れ
小
説
の
副
産
物
な
り
（
略
）
。

ふ
う

余
は
是
等
の
事
に
於
て
性
来
甚
だ
多
欲
な
り
、
可
成
く
多
量
の
娯
楽

を
読
者
に
与
ふ
る
と
同
時
に
又
可
成
く
多
量
の
副
産
物
を
攫
ま
ん
と

つ
か

欲
す
。
浮
城
物
語
の
立
案
に
於
け
る
も
亦
た
又
た
然
り
、
世
人
に
娯

楽
を
与
る
こ
と
他
人
の
小
説
に
劣
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
其
の
副
産
物

を
生
ず
る
こ
と
も
亦
た
他
人
の
小
説
よ
り
幾
層
倍
の
多
量
な
ら
ん
こ

と
を
望
め
り
、
而
し
て
日
本
の
盛
衰
存
亡
は
常
に
外
よ
り
来
る
を
知

ら
し
め
、
遠
航
貿
易
の
務
め
ざ
る
可
ら
ざ
る
を
知
ら
し
め
、
海
外
の

風
土
、
人
情
、
物
産
を
知
ら
し
め
、
現
世
紀
の
兵
器
は
理
科
学
の
所

産
な
る
を
知
ら
し
め
、
理
科
学
の
貴
む
べ
き
を
知
ら
し
め
偉
人
傑
士

け

つ

し

の
風
采
を
想
望
せ
し
む
る
等
は
則
ち
余
が
望
む
所
の
副
産
物
の
中
に

ふ
う
さ
い

そ
う
ぼ
う

在
り
（
略
）
。（18

）

こ
こ
で
い
う
「
正
産
物
」
と
「
副
産
物
」
の
ど
ち
ら
も
読
者
に
よ
っ
て

読
ま
れ
な
け
れ
ば
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
が
挙
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
読
者
」
「
世
」
「
俗
」
と
い
う
小
説
か
ら
情
報
を
受
け
と
め
る
存

在
な
し
に
は
小
説
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
「
浮
城
物
語
立
案
の

始
末
」
の
他
の
箇
所
で
語
っ
て
い
る
「
小
説
は
広
き
世
人
を
相
手
と
為
す

も
の
な
り
、
小
説
の
優
劣
を
鑑
定
す
る
者
は
世
上
の
読
者
な
り
」
と
い
う

こ
と
が
こ
こ
で
の
大
前
提
で
あ
る
。
ま
た
次
の
個
所
で
は
「
浮
城
物
語
」
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が
ま
ず
『
郵
便
報
知
新
聞
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
「
報
知
異
聞
」
と

し
て
掲
載
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
そ
の
表
現
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。

又
新
聞
紙
上
に
掲
る
小
説
は
一
巻
の
冊
を
為
し
て
世
に
出
る
小
説
と

其
趣
を
異
に
す
る
を
知
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
小
説
欄
内
を
除
く
外
新
聞

紙
の
本

色
と
し
て
、
全
紙
面
の
記
事
は
皆
騒
々
し
き
其
日

く
の
出

ほ
ん
し
よ
く

そ
う

ぐ

来
事
な
ら
ざ
る
は
無
く
、
切
た
り
張
つ
た
り
の
修
羅
場
を
現
出
す
。

き
つ

は

此
修
羅
場
に

隣

て
忽
ち
小
説
の
別
天
地
を
見
る
。
一
方
は
熱
の
極
な

と
な
り

り
、
一
方
は
静
の
極
な
り
、
随
分
調
子
の
合
ひ
難
き
も
の
と
す
。（
略
）

故
に
従
来
の
経
験
に
徹
す
る
に
結
構
の
大
な
る
小
説
ほ
ど
其
調
子
に

見
栄
あ
り
、
局
面
の
小
な
る
も
の
ほ
ど
其
の
調
子
に
見
栄
な
し
、
浮

み

ば

へ

城
物
語
も
亦
た
可
成
く
新
聞
紙
な
る
と
調
子
を
協
へ
し
め
ん
こ
と
を

か
な

心
懸
け
た
り
。（19

）

こ
の
部
分
で
は
新
聞
の
他
の
部
分
に
対
し
て
小
説
を
「
別
天
地
」
と
い

う
性
質
の
違
う
も
の
と
見
な
す
比
喩
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
全
く
切

り
離
さ
れ
た
も
の
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
「
結
構
」
の
「
大
」
、
「
局
面
」

の
「
小
」
を
工
夫
す
る
こ
と
で
「
調
子
を
協
へ
し
め
」
る
こ
と
が
可
能
な

か
な

も
の
と
と
ら
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
前
節
で
見
た
よ
う
に
こ
こ
で

「
調
子
の
合
ひ
難
き
も
の
」
と
語
ら
れ
て
い
る
「
記
事
」
と
「
小
説
」
は

実
際
は
共
通
す
る
情
報
を
取
り
上
げ
連
関
す
る
こ
と
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の

新
聞
の
紙
面
を
作
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
「
切
た
り
張
つ
た
り
の
修
羅
場

き
つ

は

を
現
出
す
」
る
「
記
事
」
の
「
熱
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、
た
と
え
ば
「
日
本

の
盛
衰
存
亡
は
常
に
外
よ
り
来
る
」
「
遠
航
貿
易
の
務
め
ざ
る
可
ら
ざ
る
」

な
ど
と
い
っ
た
小
説
内
の
情
報
が
臨
場
感
を
持
っ
て
読
者
に
受
け
と
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
石
橋
忍
月
と
内
田
魯
庵
は
小
説
の
完
結
性
・
統
一
性
の

方
に
重
点
を
置
く
見
方
を
し
て
い
る
。

（
略
）
小
説
は
美
術
的
の
文
字
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
「
美
」
の
約
束

を
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
人
間
生
活
を
写
す
を
以
て
目
的
と
な
さ
ざ

る
可
か
ら
ず
、
人
と
運
命
と
の
間
を
規
定
す
る
天
然
の
法
則
を
出
さ

ゞ
る
べ
か
ら
ず
（
略
）
。

小
説
の
元
素
材
料
は
人
に
在
り
、
小
説
の
目
的
物
は
人
に
在
り
、
小

説
の
趣
向
は
自
然
に
人
物
の
性
よ
り
湧
出
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
強
ひ

て
趣
向
を
作
ら
ん
が
為
め
に
人
物
を
左
右
す
る
は
非
な
り
（
略
）（20

）

石
橋
忍
月
に
と
っ
て
小
説
と
は
「
人
と
運
命
と
の
間
を
規
定
す
る
天
然

の
法
則
」
に
従
っ
て
「
自
然
に
」
「
湧
出
」
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
動
的

に
動
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
作
者
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
る

た
め
に
登
場
人
物
を
操
り
人
形
の
よ
う
に
動
か
し
て
は
い
け
な
い
し
、
ま

た
読
者
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
小
説
を
書
く
の
も
「
「
美
」
の
約
束
」

を
破
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
見
方
を
推
し
進
め
て
い
く
と
、
作
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者
の
意
図
や
読
者
の
期
待
と
い
っ
た
小
説
外
の
様
々
な
要
素
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
美
術
」
と
し
て
の
小
説
の
条
件
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
人
間
生
活
を
写
す
」
以
上
「
人
間
生
活
」
と
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
「
天
然
の
法
則
」
に
適
っ
た
人
間
の
行
動
が
描
か
れ

て
い
さ
え
す
れ
ば
、
直
接
実
際
の
人
間
の
生
き
て
い
る
世
界
と
関
係
す
る

必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
方
の
内
田
魯
庵
は
「
浮
城
物
語
」
に
つ
い
て
二
度
に
わ
た
り
批
判
し

て
い
る
が
、
繰
り
返
し
の
言
い
回
し
も
多
く
見
ら
れ
そ
れ
ほ
ど
違
う
こ
と

を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
小
説
の
目
的
た
る
人
間
の
運
命
を
示
す
」

「
小
説
は
人
生
の
真
理
を
詩
学
的
に
示
す
も
の
」（21

）

「
小
説
は
人
間
の
運

命
を
示
す
も
の
」（22

）

と
い
う
小
説
観
は
固
陋
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
一
貫
し

て
お
り
、
矢
野
龍
渓
の
「
小
説
は
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽
を
世
人
に
与
る
者
な

ふ

ぜ

ん

た
の
し
み

り
」
と
い
う
小
説
観
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
前
掲
の
拙
論
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
読
者
に
対
す
る
不
信
感
も
徹
底
し
て
い

る
。

唯
君
が
小
説
の
優
劣
を
判
定
す
る
は
世
間
の
読
者
に
あ
り
と
云
ふ
に

到
つ
て
は
君
の
為
に
最
も
惜
ま
ざ
る
を
得
ず
。
一
度
君
地
方
に
出
で

ゝ
世
間
の
読
者
の
如
何
な
る
か
を
観
察
す
れ
ば
最
大
（
此
大
は
君
が

こ
の

大
に
あ
ら
ず
）
な
る
小
説
は
世
眼
よ
り
超
出
し
た
れ
ば
到
底
俗
に
容

れ
ら
れ
ざ
る
を
悟
ら
ん
。
是
れ
古
来
よ
り
今
日
ま
で
当
然
の
事
案
に

し
て

試

に
ヂ
ス
レ
リ
ー
氏
の
随
筆
を
繙
か
ば
名
篇
傑
作
は
大
抵
作

こ
こ
ろ
み

者
の
死
後
に
顕
れ
し
を
知
べ
し
。（23

）

彼
の
言
う
「
不
活
眼
社
会
」
に
つ
い
て
こ
こ
で
よ
り
詳
細
に
語
っ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
矢
野
龍
渓
が
「
世
」
を
「
矯
め
」
る
も
の
、「
俗
」
を
「
激
」

す
る
対
象
と
し
て
語
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
俗
」
と
は
「
大
」
な
る
も

の
を
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
の

「
娯
楽
」
を
目
指
す
立
場
と
読
者
不
信
の
立
場
は
裏
表
の
も
の
と
し
て
現

た
の
し
み

在
ま
で
繰
り
返
し
対
立
（
ま
た
は
共
犯
）
を
続
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
世
眼
よ
り
超
出
し
」
て
い
る
と
い
う
「
最
大
」

の
小
説
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
等

漫

に
文
学
を
論
ず
る
も
の
今
の
小
説
を
規
模
小
な
り
と
曰
ふ
。

み
だ
り

余
も
又
大
な
り
と
曰
は
ず
。
然
れ
ど
も
彼
等
何
故
に
小
な
り
と
曰
ふ

か
。
其
説
く
処
極
め
て
浅
近
に
し
て
単
に
脚
色
文
章
を
云
々
す
る
に

過
ぎ
ず
。
（
略
）
彼
等
は
荐
り
に
馬
琴
或
は
ス
コ
ッ
ト
の
歴
史
的
を
標

し
き

準
と
し
て
是
を
論
ず
、
甚
し
き
は
ヂ
ス
レ
リ
ー
の
所
謂
政
治
小
説
を

尊
崇
し
て
最
上
乗
の
文
学
と
な
す
。
（
略
）
彼
等
は
恐
ら
く
歴
史
は
自

然
の
変
遷
に
生
じ
て
人
間
想
像
外
な
り
と
曰
は
ん
、
然
れ
ど
も
社
会

も
又
自
然
の
変
遷
に
あ
ら
ず
や
、
若
し
曰
ふ
べ
く
ん
ば
歴
史
は
即
ち

社
会
の
写
真
に
あ
ら
ず
や
。

坪
内
君
曾
て
余
に
語
る
ら
く
、
我
を
し
て
ミ
ル
ト
ン
の
大
観
念
あ
ら

し
め
ば
台

処
の
失
楽
園
を
作
ら
ん
と
。
斯
の
如
く
に
し
て
初
め
て
詩

だ
い
ど
こ
ろ
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の
大
を
語
る
べ
し
。
ミ
ル
ト
ン
は
悪
魔
と
天
宮
と
の
戦
争
を
歌
へ
り
。

サ

タ

ン

ヘ

ブ

ン

彼
は
宇
宙
の
大
観
念
を
事
実
の
上
に
現
せ
し
故
に
皮
想
を
味
ふ
人
も

フ
ハ
ク
ト

能
く
其
大
を
悟
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
若
し
達
観
者
の
目
よ
り
見
れ
ば

台
処
の
中
に
悪
魔
と
天
宮
と
の
戦
争
あ
る
を
知
る
べ
し
。
（
略
）
彼
等

サ

タ

ン

ヘ

ブ

ン

形
の
大
を
好
ん
で
真
正
の
大
を
知
ら
ざ
る
も
の
恰
も
斯
の
如
し
。（24

）

こ
こ
で
も
石
橋
忍
月
が
語
っ
て
い
た
の
と
同
様
の
「
天
然
の
法
則
」
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
社
会
」
や
そ
の
「
歴
史
」
を
動
か
し
て

い
る
「
自
然
の
変
遷
」
こ
そ
が
「
真
正
の
大
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
し

て
い
る
「
達
観
者
」
だ
け
が
正
し
く
文
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
当
然
小
説
に
お
い
て
も
そ
れ
が
何
を
題
材
に
し
て
い
る

か
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
（
「
脚
色
文
章
」
）
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く

（
「
宇
宙
」
で
も
「
台
処
」
で
も
何
で
も
い
い
）
、
ど
れ
だ
け
「
自
然
の
変

遷
」
に
忠
実
に
書
け
て
い
る
か
ま
た
は
ど
れ
だ
け
小
説
に
「
自
然
の
変
遷
」

を
内
在
さ
せ
て
あ
る
か
が
小
説
評
価
の
基
準
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
し
、
前
提
と
し
て

い
る
「
達
観
者
」
に
よ
る
「
自
然
の
変
遷
」
の
正
し
い
と
ら
え
方
と
い
う

も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
小
説
（
さ

ら
に
文
学
）
と
は
（
開
か
れ
て
い
な
い
）
も
の
だ
と
い
う
の
が
こ
こ
で
語

ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
否
定
的
な
批
評
を
行
な
い
つ
つ
も
、
実
は
石
橋
忍
月
・

内
田
魯
庵
と
も
に
「
浮
城
物
語
」
が
持
っ
て
い
る
小
説
と
し
て
の
可
能
性
、

雑
多
な
知
識
の
集
成
と
い
う
点
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
ず
石
橋
忍
月
は
「
二
主
人
公
を
除
き
て
十
数
名
の
別
格
諸
氏
、
吾
人

は
只
其
姓
名
あ
る
を
知
つ
て
其
人
あ
る
を
知
ら
ず
、
（
但
し
植
物
学
士
松
本

某
の
み
は
例
外
）
」（25

）

と
語
っ
て
い
る
が
、
地
質
兼
植
物
担
当
の
松
本
棟

一
は
浮
城
隊
の
中
で
最
も
知
識
欲
に
あ
ふ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
戦
争
を
間

近
に
控
え
戦
闘
訓
練
の
必
要
を
語
り
手
の
神
井
が
訴
え
た
時
に
も
「
戦
争

い

く

さ

の
一
度
二
度
の
勝
敗
は
人
類
の
智
識
上
に
大
関
係
あ
る
も
の
に
あ
ら
す
、

か
ち
ま
け

植
物
志
中
に
て
古
人
未
発
見
の
種
類
を
発
見
す
る
は
其
事
、
大
に
人
類
智

み

い

だ

さ

ぬ

識
上
の
事
に
関
す
」
と
言
っ
て
相
手
に
せ
ず
（
「
第
五
十
五
回

旅
団
長
」

三
月
十
一
日
掲
載
）
、
戦
闘
中
に
も
「
ジ
ャ
バ
の
動
物
志
中
に
於
て
未
た
曾

て
記
載
せ
さ
る
」
「
小

奇

禽
」
に
夢
中
に
な
り
軍
隊
の
指
揮
を
忘
れ

ち
い
さ
き
め
づ
ら
し
き
と
り

て
し
ま
う
（
「
第
五
十
六
回

接
戦
」
三
月
十
二
日
掲
載
）
。
こ
の
よ
う
な

松
本
が
「
例
外
」
と
さ
れ
た
の
は
彼
が
浮
城
隊
の
中
で
唯
一
好
戦
的
で
は

な
い
い
わ
ば
文
弱
な
人
物
だ
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
彼
が
未
知
な
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
楽
し
み
と
い
う
「
浮

城
物
語
」
の
読
み
所
の
一
つ
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て

い
る
。
そ
の
松
本
に
注
目
す
る
こ
と
で
石
橋
忍
月
は
「
浮
城
物
語
」
の
面

白
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
一
方
の
内
田
魯
庵
は
前
節
で
見
た
「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
で

の
予
め
様
々
な
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
読
者
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
の
苦

心
を
語
っ
た
部
分
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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（
略
）
滔
々
た
る
世
間
の
精
し
か
ら
ざ
る
は
唯
砲
銃
弾
薬
に
あ
ら
ず

世
人
の
知
ら
ざ
る
は
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
の
み
に
あ
ら
ず
ク
ル
ッ

プ
砲
の
み
に
あ
ら
ず
明
珍
の

冑

も
正
宗
の
刀
も
蝙
幅
羽
織
も
名
古
屋

め
う
ち
ん

か
ぶ
と

帯
も
知
ら
ざ
る
者
は
知
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
世
人
の

晋

く
知
る
物
を

あ
ま
ね

材
料
と
す
る
を
第
一
の
利
徳
と
せ
ば
余
が
曾
て
黄
表
紙
に
て
読
み
し

、
、

台
所
合
戦
な
ど
悉
く
台
処
道
具
を
用
ひ
し
も
の
な
れ
ば
第
一
の
利
徳
、
、

を
知
り
し
作
な
ら
ん
。
又
世
人
の
知
ら
ざ
る
物
を
材
料
と
す
る
を
第

一
の
欠
損
と
せ
ば
ベ
ル
ネ
の
月
世
界
一
周
或
は
海
底
紀
行
な
ど
第
一

、
、

の
欠
損
を
甘
ん
ぜ
し
作
な
ら
ん
。（26

）

、
、

こ
の
批
判
を
裏
返
す
と
、
読
者
に
と
っ
て
未
知
な
情
報
を
含
む
の
が
小

説
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル

ヌ
の
小
説
の
よ
う
な
未
知
な
も
の
、
た
と
え
ば
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
技

術
や
人
間
が
ま
だ
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
空
間
を
描
く
こ
と
も
小
説
に

お
い
て
は
可
能
で
あ
る
こ
と
ま
で
も
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
く
ら
「
天

然
の
法
則
」
「
自
然
の
変
遷
」
を
金
科
玉
条
と
し
て
い
て
も
、
小
説
が
メ
デ

ィ
ア
と
し
て
働
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
き
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四

「
人
種
」
と
「
進
化
」

前
節
で
は
本
論
が
注
目
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
と
い
う
見
方
と

矢
野
龍
渓
の
小
説
観
を
前
提
と
し
て
「
浮
城
物
語
」
論
争
を
見
て
き
た
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
メ
デ
ィ
ア
は
必
ず
し
も

発
信
者
の
意
図
通
り
に
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
が
備
え
る
物
質
性
は
受
信
者
に
様
々
な
広
が
り
の
あ
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
受
け
と
め
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
浮
城
物
語
」
に
つ
い

て
言
え
ば
こ
れ
ま
で
の
読
み
を
す
べ
て
矢
野
龍
渓
の
意
図
に
回
収
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
彼
の
小
説
観
が
実
現
し
た
も
の
と
し
て
「
浮
城

物
語
」
を
と
ら
え
る
の
も
単
純
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
小
説
観
に
つ
い
て
も
た
と
え
ば
「
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽
」
と
い

た
の
し
み

う
表
現
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
非
常
に
曖
昧
で
あ
り
注
意
が
及
ん
で
い
な

い
部
分
が
大
き
い
。
「
不
善
」
の
基
準
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
常
に
同
じ

と
は
言
い
難
く
、
「
浮
城
物
語
」
に
つ
い
て
も
た
と
え
ば
「
東
印
度
諸
島
」

の
人
々
に
対
す
る
人
種
差
別
的
な
記
述
や
植
民
地
主
義
・
侵
略
主
義
に
対

す
る
肯
定
的
な
記
述
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
笑
い
や
興
奮
と

い
っ
た
「
娯
楽
」
は
現
在
で
は
「
不
善
」
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
の
し
み

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
世
界
観
は
発
表
当
時
に
お
い
て

は
必
ず
し
も
「
不
善
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
後
に
「
浮

城
物
語
」
と
い
う
小
説
が
ど
の
よ
う
に
当
時
の
人
種
や
世
界
を
め
ぐ
る
他

の
言
説
と
重
な
っ
て
い
た
か
を
あ
ら
た
め
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

以
前
指
摘
し
た
よ
う
に
「
世
界
国
尽
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
種
」

が
生
活
す
る
風
土
が
そ
の
「
痴
愚
」
を
決
め
る
と
い
う
「
白
色
人
種
」
す

な
わ
ち
欧
米
人
中
心
の
人
種
観
・
価
値
観
が
冒
頭
で
提
示
さ
れ
て
お
り
、
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そ
れ
は
政
治
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
近
代
初
期
の
様
々
な
「
世
界
」
を
め

ぐ
る
言
説
に
共
有
さ
れ
て
い
た

（27

）

。
た
だ
、
そ
れ
は
絶
対
に
変
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
差
と
し
て
は
語
ら
れ
ず
、
教
育
の
普
及
な
ど
の
施
策
に
よ
っ

て
「
国
民
」
お
よ
び
「
国
家
」
が
「
進
歩
」
「
進
化
」
す
る
こ
と
で
克
服
で

き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
し
、
「
日
本
人
」
や
「
日
本
」
は
「
進
歩
」
し
て

「
世
界
」
の
中
で
特
別
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
も
い
た
。

最
初
の
節
で
名
前
を
あ
げ
た
「
南
洋
時
事
」
の
次
の
箇
所
も
当
時
は
そ
れ

ほ
ど
目
新
し
く
は
な
い
（
し
か
し
未
だ
強
い
口
調
で
提
唱
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

印
度
欧
羅
巴
人
種
ハ
渾
円
球
上
ニ
跋
扈
シ
テ
其
威
力
ヲ
逞
フ
シ
、

イ

ン

ド

ユ

ウ

ロ

ピ

ヤ

ン

黄
人
種
、
黒
人
種
、
銅
色
人
種
、
馬
来
人
種
ハ
各
コ
レ
ガ
鼻
息
ヲ
窺

マ

レ

イ

ヒ
、
其
一
事
一
行
ニ
震
摺
セ
ザ
ル
ハ
無
シ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
白
皙
人

種
ハ
優
等
人
民
ニ
シ
テ
黄
、
黒
、
銅
色
、
馬
来
ノ
諸
人
種
劣
等
人
民

ナ
リ
。
（
略
）
之
ヲ
要
言
ス
レ
バ
白
皙
人
種
ハ
愈
進
暢
発
達
シ
テ
其
人

口
モ
亦
増
殖
ス
ト
雖
ド
モ
、
黄
、
黒
、
銅
色
、
馬
来
ノ
諸
人
種
ハ
愈

陵
夷
退
歩
シ
テ
人
口
モ
亦
減
少
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
（
略
）

（
略
）
予
輩
日
本
人
ハ
コ
レ
ト
競
争
シ
、
コ
レ
ヲ
防
禦
シ
、
以
テ

国
旗
ノ
性
命
ヲ
永
遠
ニ
保
維
ス
ル
ノ
策
ヲ
講
ゼ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
。
其

策
タ
ル
ヤ
他
ナ
シ
。
蓋
シ
黄
色
人
種
ヲ
以
テ
成
立
ス
ル
強
国
ノ
相
賛

翼
連
盟
シ
テ
漸
ク
欧
米
列
強
ト
軒
輊
ス
ル
ニ
ア
リ
（
略
）（28

）

「
黄
人
種
」
で
あ
る
日
本
人
が
他
の
「
黄
人
種
」
と
「
連
盟
」
し
て
「
白

人
種
」
と
「
競
争
」
す
る
際
の
最
前
線
こ
そ
が
「
南
洋
」
で
あ
る
と
い
う

認
識
が
第
一
節
で
引
用
し
た
「
南
洋
」
の
重
要
性
を
訴
え
る
「
自
序
」
の

言
葉
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
白
人
種
」
を
「
優
等
」
、
そ
れ
以

外
の
「
人
種
」
を
「
劣
等
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
し
か
し
「
競
争
」

が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
以
上
そ
の
優
劣
は
決
定
的
で
ゆ
る
が
な
い
も

の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
前
提
は
「
浮
城

物
語
」
の
設
定
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
成
立
を
可
能
に
し
て
い
る
し
、
ま
た
遡

れ
ば
「
世
界
国
尽
」
の
以
下
の
記
述
と
同
様
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。当

時
欧
羅
巴
は
文
明
開
化
世
界
第
一
と
て
相
違
も
な
き
こ
と
な
れ

ど
も
、
往
古
は
矢
張
渾
沌
無
智
、
追
々
開
け
の
進
む
に
及
で
も
、
中

古
は
封
建
の
世
と
て
専
ら
武
を
重
ん
じ
、
武
士
の
威
光
烈
し
く
し
て

町
人
百
姓
の
難
渋
せ
し
こ
と
も
多
か
り
し
が
、
二
、
三
百
年
以
前
よ

り
学
問
の
道
漸
く
行
は
れ
、
人
の
生
計
も
繁
昌
す
る
に
従
ひ
、
世
の

ス
ギ
ハ
ヒ

人
皆
智
を

貴

で
力
を
恐
れ
ず
、
国
の
政
事
も
自
然
に
そ
の
辺
に
基

た
つ
と
ん

き
て
、
次
第
に
今
日
の
有
様
に
至
り
し
な
り
。（29

）

彼
の
産
業
の
安
く
し
て
彼
商
売
の
繁
昌
し
兵
備
整
ひ
武
器
足
り
て
世

か

ス
ギ
ハ
ヒ

か
の

界
に
誇
る
太
平
の
そ
の
源
を
尋
る
に
本
を

務

る
学
問
の
枝
に
咲
き
た

も
と

つ
と
む

る
花
な
ら
ん
。
花
見
て
花
を
羨
む
な
、
本
な
き
枝
に
花
は
な
し
。
一
身

ヒ

ト

リ
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の
学
に
急
ぐ
こ
そ
進
歩
は
か
ど
る
紆

路
、
共
に
辿
り
て
西
洋
の
道
に

ア

ユ

ミ

マ
ハ
リ
ミ
チ

栄

る
花
を
み
ん
。（30

）

さ
か
ゆ

現
在
「
文
明
開
化
」
の
状
態
に
あ
る
「
欧
羅
巴
」
も
か
つ
て
は
「
渾
沌

無
智
」
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
他
の
国
も
ま
た
将
来
は
「
文
明
開
化
」
に

到
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
紆

路
」
に
見
え
て
も
ま
ず
は

マ
ハ
リ
ミ
チ

一
人
一
人
が
学
問
に
取
り
組
む
し
か
な
い
、
と
い
う
認
識
は
近
代
の
日
本

に
お
い
て
教
育
・
研
究
の
み
な
ら
ず
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
共
通
の
前
提

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
「
学
問
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
「
進
歩
」
は
産
業
・
商
業
・
軍
事
・
植
民
地
政
策
だ
け
で
は
な
く
、

ア

ユ

ミ

「
文
化
」
「
芸
術
」
「
文
学
」
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
以
前
述
べ
た

（31

）

。
そ
し
て
そ
れ
は
矢
野
龍
渓
の
み
な
ら
ず
そ

の
文
学
上
の
論
争
相
手
に
も
共
有
さ
れ
た
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

若
し
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
の
説
を
し
て
真
な
ら
し
め
ば
、
万
物
皆
進
化
な
か

ら
ん
や
。
人
情
も
又
必
ら
ず
日
に
進
化
し
て
昨
日
未
だ
今
日
に
同
じ

い
ま

お
な

と
断
言
す
べ
か
ら
ず
。
（
略
）
単
一
な
る
事
跡
と
物
件
の
み
を
注
視
せ

フ
ハ
ク
ト

マ

タ

ー

る
武
勇
者
た
ら
ん
と
欲
す
る
野
蛮
時
代
に
も
あ
る
ま
じ
又
日
月
星
辰

ウ
オ
ー
リ
オ
ル

じ
つ
げ
つ
せ
い
し
ん

を
崇
拝
し
雷
電
風
雨
あ
る
毎
に
地
に
伏
し
て

哀

を
乞
ふ
迷
信
時
代

あ
は
れ
み

に
も
あ
る
ま
じ
、
又
水
草
を
追
ふ
て
転
移
し
魚
鳥
禽
獣
の
跡
を
索
ぬ

す
ゐ
そ
う

た
づ

る
漂
泊
時
代
に
も
あ
る
ま
じ
、
又
航
海
熱

熾

に
な
り
此
処
に
も
彼
処

さ
か
ん

こ

ゝ

か

し

こ

に
も
航
出
し
て
ク
ル
ー
ソ
ー
が
半
生
を
送
り
し
孤
島
ム
ー
ア
が
想
像

ふ

な

で

の
ユ
ト
ー
ピ
ヤ
ま
で
も
到
着
せ
ん
と
狂
奔
し
た
る
発
見
時
代
に
も
あ

る
ま
じ
。
余
は
断
じ
て
鯉

幟
の
下
に
嬉
々
と
し
て

甲

を
被
り
た
が

こ
ひ
の
ぼ
り

か
ぶ
と

か
ぶ

る
子
供
の
時
代
は
既
に
過
去
れ
り
と
曰
は
ん
。（32

）

「
浮
城
物
語
」
が
小
説
と
し
て
古
い
も
の
で
あ
り
現
代
的
な
「
ノ
ー
ベ

ル
」
と
呼
ぶ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と

し
て
、
こ
こ
で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
野
蛮
時
代
」
「
迷
信
時
代
」
「
漂
泊
時
代
」

「
発
見
時
代
」
と
い
う
人
間
の
「
進
化
」
の
過
程
を
追
い
、
そ
れ
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
時
代
を
既
に
遠
い
「
過
去
」
と
見
な
す
立
場
に
自
ら
を
置
い

て
い
る
。
現
在
を
人
間
の
「
進
化
」
の
結
果
と
見
な
す
視
点
は
そ
れ
自
体

が
か
つ
て
は
誰
も
考
え
た
こ
と
の
な
か
っ
た
近
代
的
な
認

識
で
あ
り
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

確
か
に
そ
の
点
で
「
子
供
の
時
代
は
既
に
過
去
」
っ
た
と
言
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
時
代
遅
れ
と
見
え
る
「
浮
城
物
語
」
も
ま
た
明
ら
か

に
近
代
初
頭
に
お
け
る
世
界
観
に
基
づ
き
、
ま
た
同
様
の
世
界
観
に
連
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

っ
た
他
の
言
説
と
関
係
し
て
い
る
。
対
立
を
演
じ
る
二
つ
の
立
場
が
あ
っ

て
こ
そ
一
つ
の
「
時
代
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
浮
城
物
語
」
や
「
浮
城
物
語
」
論
争
の
と
ら
え
直
し
を
通
し
て
矢
野

龍
渓
を
石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
（
ま
た
彼
ら
以
後
の
様
々
な
文
学
者
）
の

世
界
観
・
文
学
観
の
問
題
点
は
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
で
き
た
。
し
か
し
、

今
述
べ
た
よ
う
に
対
立
す
る
双
方
が
共
に
近
代
と
い
う
時
代
の
中
に
お
り
、

「
浮
城
物
語
」
や
矢
野
龍
渓
の
小
説
観
を
持
ち
出
す
だ
け
で
は
一
つ
の
価
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値
観
を
相
対
化
し
た
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
前
提
と
し
て
い
る
大
き
な
枠

組
み
を
揺
る
が
す
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
先
は
「
世
界
」

「
読
者
」
「
人
間
」
「
自
然
」
「
人
種
」
「
進
化
」
と
い
っ
た
本
論
の
キ
ー
ワ

ー
ド
で
も
あ
る
言
葉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
下
支
え
し
て
い
る
も
の
が
何
か
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

引
用
に
際
し
て
旧
字
を
新
字
に
あ
ら
た
め
た
。

注（
１
）

報
知
社
、
一
八
九
〇
年
四
月
。

（
２
）

引
用
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
復
刻
版
（
柏
書
房
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

た
だ
し
原
文
の
左
ル
ビ
を
右
ル
ビ
に
あ
ら
た
め
て
い
る
。
以
後
の
引
用
も
同

様
。

（
３
）

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
。
引
用
は
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
二
巻
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
。

（
４
）

「
世
界
国
尽
」
の
「
阿
非
利
加
」
の
章
に
は
「
獅
子
人
を
食
ふ
」
と
い
う

し

ゝ

ひ
と

く
ら

文
を
添
え
た
挿
絵
が
あ
る
し
、
象
の
挿
絵
は
無
い
も
の
の
「
大
さ
象
の
如
し
」

と
い
う
「
ひ
ぽ
ぽ
た
ま
す
」
（
カ
バ
）
が
挿
絵
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

ア
フ
リ
カ
と
ラ
イ
オ
ン
や
象
と
の
結
び
つ
き
の
提
示
が
近
代
初
期
に
は
無
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

（
５
）

実
際
イ
ン
ド
は
ア
フ
リ
カ
と
並
ぶ
ラ
イ
オ
ン
の
生
息
地
で
あ
る
。

（
６
）

原
著
一
九
八
三
年
、
白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
。
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八

七
年
。
増
補
版
（
原
著
第
二
版
）
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
。

（
７
）

『
近
畿
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
６
号
、
二
〇
〇
四
年
。

（
８
）

丸
善
書
店
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
。
引
用
は
『
志
賀
重
昂
全
集
第

三
巻
』
復
刻
版
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
。
原
版
は
志
賀
重
昂

全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）
に
よ
る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
。

（
９
）

一
八
八
六
年
十
月
一
日
に
「
新
嘉
坡
通
信
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
記
事
が

掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
「
ロ
イ
、
ミ
ツ
チ
エ
ル
」
と

い
う
フ
ラ
ン
ス
人
が
旅
人
に
「
世
界
万
国
の
奇
談
」
を
求
め
、
こ
の
記
録
が

同
地
在
住
の
「
社
員
矢
野
」
の
知
人
「
ジ
ョ
セ
ー
ブ
、
ク
ラ
ー
ク
」
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
、
と
い
う
連
載
の
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
十
月
二
日
以

降
小
説
が
掲
載
さ
れ
る
際
に
は
「

報
知
叢
談
」
と
い
う
総
題
が
与
え
ら

報
知

異
聞

れ
た
。
掲
載
作
に
つ
い
て
は
柳
田
泉
『
明
治
文
学
研
究
第
五
巻

明
治
初
期

翻
訳
文
学
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
一
年
）
の
「
Ⅰ

研
究
篇
」
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

（

）

木
村
毅
「
巻
末
解
題
」
『
現
代
日
本
文
学
全
集
１
明
治
開
化
期
文
学
集
』
改

10

造
社
、
一
九
三
一
年
、
柳
田
泉
『
明
治
文
学
研
究
第
五
巻

明
治
初
期
翻
訳

文
学
の
研
究
』
（
前
出
）
な
ど
。

（

）

二
月
十
一
日
だ
け
は
憲
法
発
布
一
周
年
を
特
集
し
た
特
別
な
紙
面
構
成
だ

11

っ
た
た
め
に
三
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（

）

二
月
二
日
の
「
雑
報
」
欄
「
海
軍
拡
張
の
策
如
何
」
。

12
（

）

『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
九
〇
年
六
月
二
十
八
日
～
七
月
一
日
。
引
用
は

13

『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
に
よ

15
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る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
。

（

）

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
に
よ
る
。

14

15

（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」『
国
民
之
友
』
一
八
九
〇
年
四
月
三
日
。

15

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同

15

様
。

（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
署
名
は
不
知
庵
主
人
）
『
国
民
新
聞
』
一
八

16

九
〇
年
五
月
八
日
、
十
六
日
、
二
十
三
日
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
15

矢
野
龍
渓
集
』
に
よ
る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
。

（

）

「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
」
（
前
出
）

17
（

）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
（
前
出
）
。

18
（

）

同
前
。

19
（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）

20
（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）

21
（

）

「
龍
渓
居
士
に
質
す
」
（
署
名
は
不
知
庵
主
人
）
『
国
民
新
聞
』
一
八
九
〇

22

年
七
月
十
三
日
、
十
四
日
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』

15

に
よ
る
。
以
後
の
引
用
も
同
様
。

（

）

同
前
。

23
（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）
。

24
（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）
。

25
（

）

「
龍
渓
居
士
に
質
す
」
（
前
出
）
。

26
（

）

「
ど
の
よ
う
に
文
化
の
固
有
性
は
保
証
さ
れ
て
い
く
か

―
「
自
然
」
と

27

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
」
『
国
語
国
文
研
究
』
百
号
、
一
九
九
五
年
。

（

）

「
第
貳
章
」
か
ら
の
引
用
。

28
（

）

上
段
の
「
欧
羅
巴
洲
の
事
」
か
ら
の
引
用
。

29
（

）

下
段
の
「
欧
羅
巴
洲
」
か
ら
の
引
用
。
第
一
節
で
既
出
だ
が
、
あ
ら
た
め

30

て
引
用
し
た
。

（

）

「
進
化
す
る
文
学

―
文
学
と
い
う
生

命
・
序

―
」
『
近
畿
大
学
日
本

い
き
も
の

31

語
日
本
文
学
』
第
３
号
、
二
〇
〇
一
年
。

（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）
。

32


