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〈
歴
史
小
説
〉

論
・
素
描

諸
説
を
た
ど
り
つ
つ
｜
｜

現
在
の
と
乙
ろ
、
八
歴
史
小
説
〉
と
は
何
か
と
い
う
間
い
に
対
し

て
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
ま
だ
明
確
な
解
答
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い

状
況
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
手
元
に
あ
る
最
新
の
『
近
代
日
本
文
学

小
辞
典
』
（
有
斐
閣
、
昭
日
・

2
）
を
播
い
て
み
る
と
、

歴
史
上
の
事
件
や
人
物
を
題
材
と
し
た
小
説
、
ま
た
は
史
実
を

背
景
や
枠
組
に
し
た
小
説
を
い
う
。
い
ず
れ
も
史
実
や
歴
史
に

対
す
る
作
者
の
態
度
、
方
法
、
史
観
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
性
と

文
学
性
と
が
決
定
さ
れ
る
。

と
あ
る
。
が
、
乙
れ
は
き
わ
め
て
包
括
的
、
外
延
的
な
定
義
で
あ
り
、

単
に
「
辞
典
」
的
記
述
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
八
歴
史
小
説
〉

の
概
念
規
定
の
む
ず
か
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
明
治
期
以
降
、
大
正

・
昭
和
期
と
経
る
に
し
た
が
っ
て
数
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
、

現
代
も
日
h

制
作
さ
れ
つ
つ
あ
る
〈
歴
史
小
説
〉
は
、
実
に
さ
ま
ざ

ま
の
形
態
、
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
、
個
別
に

と
り
あ
げ
て
い
く
と
、
こ
う
し
た
「
辞
典
」
の
説
明
で
は
片
の
つ
か

な
い
作
品
も
あ
る
乙
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

木

村

信

「
歴
史
上
の
事
件
や
人
物
を
題
材
」
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
明
治

期
の
山
田
美
妙
の
『
醐
操
』
（
「
国
民
之
友
」
明
幻
・

1
）
の
場
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
そ
の
材
源
を
得
て
い

る
が
、
平
家
方
の
女
一
一
醐
喋
と
源
氏
方
の
問
者
若
侍
と
は
、
実
在
し

え
た
か
も
知
れ
な
い
人
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
歴
史
上
の
人
物
」
で

は
な
い
。
ま
た
、
平
家
一
門
の
壇
の
浦
で
の
滅
亡
と
い
う
「
事
件
」

は
、
確
か
に
史
実
上
の
事
柄
で
あ
る
が
、
『
醐
蝶
』
に
措
か
れ
た

「
事
件
」
は
、
「
歴
史
上
の
」
そ
れ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
、
と
の
作
品
は
八
歴
史
小
説
〉
の
範
曙
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
昭
和
期
の
中
島
敦
の
作
品
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た

と
え
ば
、
『
弟
子
』
（
「
中
央
公
論
」
昭
同
・

2
）
。
孔
子
と
そ

の
弟
子
集
団
の
言
行
を
背
景
に
、
子
路
と
い
う
一
風
変
っ
た
一
人
の

弟
子
を
中
心
に
描
出
し
た
乙
の
作
品
は
、
『
論
語
』
や
「
史
串
古
「
春

秋
左
氏
伝
』
『
孔
子
家
語
』
な
ど
に
典
拠
を
得
て
い
て
、
「
史
実
を

背
景
や
枠
組
」
に
し
て
い
る
乙
と
は
間
違
い
な
い
。
乙
の
作
品
や
、

遺
作
「
李
陵
』
（
「
文
学
界
」
昭
日
・
7
）
を
八
歴
史
小
説
〉
と
み
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る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
山

月
記
』
（
「
文
学
界
」
昭
げ
・

2
）
や
『
悟
浄
歎
異
』
『
悟
浄
出
世
』

（
乙
の
二
作
は
、
「
南
島
譜
』
今
日
の
問
題
社
、
昭
口
・
日
所
収
）
、

『
名
人
伝
』
（
「
文
庫
」
昭
げ
・
は
）
な
ど
を
挙
げ
て
み
る
と
、
お

そ
ら
く
、
八
歴
史
小
説
〉
と
み
る
か
み
な
い
か
賛
否
両
論
の
出
さ
れ

る
と
乙
ろ
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
全
く
「
史
実
」

に
拠
ら
ず
、
昔
の
伝
奇
や
物
語
、
思
想
書
に
そ
の
材
を
得
て
い
る
か

ら
だ
。
乙
れ
は
、
室
生
犀
昼
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
遺
文
』
（
「
婦

人
の
友
」
昭
臼
・

7
t
M
・
6
）
や
堀
辰
雄
の
『
噴
野
』
（
「
改
造
」

昭
M
－

U
）
な
ど
の
乎
安
時
代
、
王
朝
を
舞
台
に
し
た
作
品
の
場
合

も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
の
他
、
森
鴎
外
の
「
史
伝
物
」
と

称
さ
れ
て
い
る
作
品
を
八
歴
史
小
説
〉
と
み
る
か
ど
う
か
、
「
時
代

小
説
」
と
よ
ば
れ
る
大
衆
文
学
の
一
分
野
に
、
〈
歴
史
小
説
〉
に
包

括
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
類
似
し
た
作
品
の
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

み
な
す
か
、
な
ど
、
一
つ
一
つ
の
作
品
を
具
体
的
に
と
り
あ
げ
て
み

る
と
事
態
は
紛
糾
を
き
た
し
た
も
ょ
う
。

厳
密
に
定
義
を
も
と
め
る
な
ら
ば
、
八
歴
史
小
説
〉
に
限
ら
ず
多

く
の
文
芸
用
語
は
、
混
乱
を
ひ
き
お
乙
す
乙
と
が
し
ば
し
ば
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
反
論
も
予
想
さ
れ
る
．
し
か
し
、
こ
と
〈
歴
史
小

説
〉
に
関
し
て
は
、
そ
の
用
語
の
概
念
規
定
を
め
ぐ
っ
て
の
困
難
さ
、

諸
説
紛
々
た
る
様
相
、
の
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
特
に
指
摘
で
き
る
の
で

あ
る
＠
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
歴
史
小
説
〉
に

つ
い
て
の
論
議
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
の
所
在
と
私
な
り
の

今
後
の
方
向
性
と
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
目
論
む
も

の
で
あ
る
。

、，
e
l苛
J

－eEuo
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u
g虚
T
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J
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P
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、
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か
つ
て
、
高
橋
義
孝
は
、
小
説
を
そ
の
発
生
史
的
観
点
か
ら
と
ら

え
て
、
「
極
端
に
云
ふ
な
ら
ば
」
と
断
わ
り
つ
つ
も
、
「
小
説
と
は

本
来
歴
史
小
説
な
の
で
あ
る
」
（
傍
点
・
原
文
）
と
述
べ
た
乙
と
が

あ
る
（
「
森
鴎
外
（
｜
文
芸
学
試
論
｜
｜
』
雄
山
閣
、
昭
引
・
刊
）
。

も
と
も
と
、
「
小
説
と
は
即
ち
歴
史
記
述
で
あ
」
り
、
「
小
説
は
近

世
の
歴
史
的
意
識
に
適
合
す
る
芸
術
的
表
現
形
式
で
あ
」
る
と
高
橋

は
言
う
。
乙
の
よ
う
な
小
説
の
発
生
、
発
展
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、

鴎
外
の
『
渋
江
抽
斎
』

λ

「
東
京
日
日
新
聞
」
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

大
5
・
1
t
5
）
は
、
ラ
ン
ク
の
「
希
望
一
乙
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

「
歴
史
と
文
学
と
の
統
一
」
を
示
し
た
作
品
と
言
え
る
と
す
る
。
つ

ま
り
、
高
橋
は
、
「
歴
史
（
歴
史
記
述
）
」
の
側
か
ら
小
説
の
「
本

質
的
な
形
式
諸
規
定
」
を
考
え
、
そ
の
線
上
か
ら
『
渋
江
抽
斎
』
へ

の
高
い
評
価
づ
け
を
生
み
出
す
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
乙
の
高
橋
は
そ
れ
よ
り
以
前
、
昭
和
十
年
代
中
頃
か

ら
目
立
っ
た
現
象
と
し
て
の
八
歴
史
小
説
〉
盛
行
の
な
か
で
書
い
た

「
歴
史
小
説
論
」
（
「
文
学
」
岩
波
書
店
、
昭
日
・
日
）
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

：
：
・
歴
史
小
説
の
本
質
は
常
識
的
な
歴
史
小
説
の
概
念
、
即
ち

素
材
と
し
て
の
歴
史
的
な
る
も
の
に
惹
か
れ
が
ち
な
歴
史
小
説

の
消
極
的
本
質
論
に
潜
在
す
る
こ
元
的
観
点
と
は
別
箇
の
観
点

の
下
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
歴
史
小
説
は
素

材
と
し
て
の
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
取
扱
ひ
方
と
し

て
の
「
小
説
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
の
我
々
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
正
論
と
い
え
る
八
歴

nu 

巧
d

「
祭
立
っ
た
力
作
」
で
あ
り
、
多
く
の
批
評
家
達
に
よ
っ
て
「
本
年



史
小
説
〉
に
つ
い
て
の
高
橋
の
乙
の
見
解
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
先

き
に
引
い
た
氏
の
言
葉
と
は
微
妙
に
甑
一
艶
を
み
せ
て
い
る
。
乙
乙
で

氏
は
、
八
歴
史
小
説
〉
を
素
材
と
し
て
の
「
歴
史
」
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
取
扱
ひ
方
、
す
な
わ
ち
方
法
と
し
て
の
「
小
説
」
の
観
点
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
乙
で
、
鴎
外
の
『
渋
江

抽
斎
』
を
例
示
し
、
乙
の
作
品
は
「
我
々
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
小

説
と
は
名
付
け
難
い
」
と
し
、
『
渋
江
抽
斎
』
を
「
歴
史
」
の
領
域

に
分
類
し
て
い
る
。
乙
れ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
前
引
の
よ
う
に
、

『
渋
江
抽
斎
』
を
「
歴
史
と
文
学
と
の
統
一
」
を
み
た
す
ぐ
れ
た
小

説
と
し
て
評
価
す
る
方
向
へ
と
変
化
す
る
。

八
歴
史
小
説
〉
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
乙
の
高
橋
の
よ
う
に
一
人

の
人
聞
の
場
合
で
あ
っ
て
も
矛
盾
や
相
違
が
あ
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、

や
は
り
乙
れ
も
八
歴
史
小
説
〉
の
概
念
規
定
の
む
ず
か
し
さ
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
乙
ろ
で
、
高
橋
の
二
つ
の
文
章
は
『
渋
江

抽
斎
』
の
評
価
に
関
し
て
は
戦
後
の
文
章
が
的
を
射
て
い
る
が
、

八
歴
史
小
説
〉
に
つ
い
て
は
戦
前
の
も
の
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
し
か

る
に
、
高
橋
の
「
歴
史
小
説
論
」
の
言
説
を
「
正
論
」
と
評
し
た
が
、

な
お
ζ

れ
だ
け
で
十
分
に
説
明
の
つ
く
ほ
ど
八
歴
史
小
説
〉
の
問
題

は
単
純
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
を
一
ボ
す
の
が
、
大
岡
昇
平
と
井
上

靖
と
の
聞
に
か
わ
さ
れ
た
「
歴
史
小
説
論
争
」
で
あ
る
。
そ
の
発
端

か
ら
す
で
に
二
十
年
余
り
が
経
過
す
る
が
、
乙
の
論
争
の
決
着
は
ま

だ
つ
い
て
い
な
い
し
、
問
題
の
複
雑
さ
も
の
こ
さ
れ
た
ま
ま
と
い
え

る
よ
う
だ
。

井
上
靖
の
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
生
涯
を
描
い
た
小
説
『
蒼
き
狼
』

（
「
文
芸
春
秋
」
昭
U
・
凶

t
日
・

7
）
に
つ
い
て
、
大
岡
昇
平
は
、

「
際
立
っ
た
力
作
」
で
あ
り
、
多
く
の
批
評
家
達
に
よ
っ
て
「
本
年

度
の
一
大
収
穫
」
「
規
模
雄
大
の
歴
史
小
説
」
「
井
上
文
学
の
転
回

点
」
「
現
代
的
な
英
雄
叙
事
詩
」
と
い
っ
た
「
絶
讃
」
を
受
け
た
作

品
で
あ
る
乙
と
を
紹
介
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
う
し
た
袈
辞
と
は
う

ら
は
ら
に
、
と
の
作
品
は
大
岡
か
ら
見
れ
ば
、
「
こ
れ
ま
で
の
井
上

氏
の
小
説
群
と
、
題
材
を
除
い
て
、
大
差
の
な
い
小
説
で
あ
」
h
べ

氏
は
、
「
叙
事
詩
的
で
も
な
い
し
、
底
免
れ
乱

ιま
え
る
仇
ど
p

っ
か

民
間
凡
た
み
ふ
。
井
上
文
学
の
転
回
点
ど
乙
ろ
か
、
そ
の
限
界
を
は
っ

き
り
示
し
た
作
品
で
あ
る
。
」
（
傍
点
・
木
村
）
と
批
判
を
加
え
た

の
で
あ
る
（
「
『
蒼
き
狼
』
は
歴
史
小
説
か
」
「
群
像
」
昭
訪
・

1
）

大
岡
の
『
蒼
き
狼
』
批
判
の
根
底
に
は
、
八
歴
史
小
説
〉
に
お
け

る
「
歴
史
」
の
持
つ
意
味
を
問
う
意
識
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
岡
の

〈
歴
史
小
説
〉
の
概
念
規
定
で
は
、
「
歴
史
」
は
能
う
か
ぎ
り
厳
密

で
あ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
が
存
し
て
い
る
。
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

歴
史
小
説
は
近
代
の
産
物
で
、
歴
史
的
人
物
を
人
間
的
に
書
く

の
を
原
則
と
す
る
。
人
間
と
は
無
論
説
代
a
A
f
A，J
A
h
J
A
I

い
が
、
現
代
的
動
機
の
た
め
に
、
歴
史
を
勝
手
に
改
変
し
て
い

い
、
久
仁
川
久
仁
、
矢
久
広
行
、
久
丸
円
。
（
傍
点
・
木
村
）

井
上
の
小
説
『
蒼
き
狼
』
は
、
右
の
引
用
の
傍
点
を
付
し
た
箇
所
に

抵
触
す
る
。
の
ち
に
大
岡
は
、
井
上
と
の
論
争
を
ふ
り
か
え
っ
て
、

「
焦
点
は
、
歴
史
小
説
の
中
の
、
史
実
の
変
更
の
許
容
度
を
中
心
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
（
「
歴
史
小
説
の
問
題
」
「
文

浮
堺
」
昭

ω
・
6
）
乙
と
か
ら
も
、
小
説
中
の
「
歴
史
」
「
史
実
」

を
問
題
と
し
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。

『
蒼
き
狼
』
論
争
は
、
大
岡
と
井
上
、

い
ま
の
我
々
の
考
え
方
か
ち
す
れ
ば
、

ま
さ
に
正
論
と
い
え
る
〈
歴

唱
E
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さ
ら
に
は
山
本
健
吉
、
福



田
宏
年
を
ま
き
と
ん
で
展
開
し
て
い
く
。
前
述
の
よ
う
に
、
乙
の
論

争
の
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
成
果
は
、
多
く
大

岡
の
提
起
し
た
問
題
、
あ
る
い
は
指
摘
し
た
事
柄
に
み
る
べ
き
も
の

が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
率
直
な
感
想
を
言

え
ば
、
大
岡
の
八
歴
史
小
説
〉
観
で
は
、
で
き
う
る
限
り
「
歴
史
」

「
史
実
」
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
そ
の
場
合
の
「
歴
史
」
「
史
実
」

の
可
能
性
を
ど
の
時
点
ま
で
み
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
の
と
る
よ

う
に
思
う
。
「
歴
史
」
と
言
い
、
「
史
実
」
と
言
っ
て
も
、
究
極
の

と
こ
ろ
で
は
そ
れ
を
取
扱
い
、
活
用
す
る
歴
史
家
、
ま
た
は
小
説
家

の
主
観
、
歴
史
観
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
地
点
に
逢
着
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
史
料
の
背
後
に
ひ
そ
む
歴
史
的
真
実
な
る
も
の
の
理
解
に
は

個
人
に
よ
る
相
違
の
あ
る
と
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
論
争
の
中
で
大
岡
の
使
用
し
、
き
わ
め
て
有
名
に

な
っ
た
表
現
、
す
な
わ
ち
、
「
歴
史
小
説
は
歴
史
か
ら
離
れ
な
く
て

は
書
け
な
い
。
し
か
し
、
逆
説
め
い
て
恐
縮
だ
が
、
人
は
歴
史
に
忠

実
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
歴
史
か
ら
離
れ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
」
と
い
っ
た
文
章
（
「
成
吉
思
汗
の
秘
密
」
「
群
像
」
昭
M

・
3
）
に
お
け
る
「
歴
史
」
に
し
て
も
、
や
は
り
ま
だ
暖
味
の
ま
ま

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
範
囲
を
明
確
に
す

る
こ
と
は
不
可
能
か
も
知
れ
な
い
し
、
〈
歴
史
小
説
〉
作
品
の
一
作

ご
と
に
そ
れ
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
岡
の
八
歴

史
小
説
〉
観
が
、
作
家
の
史
料
へ
の
放
恋
な
、
安
易
な
態
度
を
い
ま

し
め
る
役
割
り
を
果
し
た
と
い
う
と
と
は
で
き
る
し
、
「
歴
央
ト
「
史

実
」
を
尊
重
す
る
乙
と
で
、
よ
り
作
品
の
小
説
と
し
て
の
価
値
が
増

す
と
い
っ
た
主
張
も
是
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
八
歴
史

コ
』
司
『
乙
歴
史
ト
料
品
一
と
ま
乎
て
ま
、
け
と
レ
て
パ
る

D
で
あ
る
。

乙
れ

小
説
〉
の
中
の
「
歴
史
」
の
占
め
る
位
置
、
か
っ
、
「
小
説
」
で
あ

る
乙
と
の
「
歴
史
」
と
の
関
わ
り
は
、
ま
だ
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

一一
一

次
に
、
最
近
の
八
歴
史
小
説
〉
研
究
の
動
向
を
追
っ
て
み
よ
う
。

そ
の
特
徴
と
し
て
、
歴
史
家
の
側
か
ら
の
発
言
、
成
果
の
目
立
つ
乙

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
色
川
大
吉
の
『
歴
史
の
方
法
』
（
大
和
書
房
、

昭
臼
・
刊
）
や
菊
地
昌
典
の
『
歴
史
小
説
と
は
何
か
』
（
筑
摩
書
房
、

昭
M
－
M
）
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ま
で
に
長
年
に
わ
た
っ
て

八
歴
史
小
説
〉
に
関
す
る
言
説
を
公
け
に
し
続
け
て
き
た
歴
史
家
に

よ
る
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
各
々
に
微
妙
な
相
違
は
あ
る
が
、
両
書

の
著
者
と
も
歴
史
家
と
い
う
乙
と
で
、
「
歴
史
」
を
重
く
み
る
点
に

お
い
て
共
通
項
は
あ
る
よ
う
だ
。

色
川
の
八
歴
史
小
説
〉
観
は
、
次
の
文
章
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て

い
る
。

真
に
歴
史
小
説
と
い
う
の
な
ら
、
厳
密
な
意
味
で
歴
史
の
真
実

に
肉
薄
す
る
よ
う
な
、
そ
し
て
一
人
の
過
去
の
人
聞
を
描
き
な

が
ら
、
そ
れ
を
描
く
乙
と
が
同
時
に
そ
の
時
代
の
本
質
的
矛
盾

に
迫
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
人
間
描
写
を
し
て
欲
し
い
乙
と

で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
色
川
は
作
家
に
対
し
て
、
「
借
景
小
説
」
「
歴
史
現

代
小
説
」
「
時
代
小
説
」
と
い
っ
た
、
「
歴
史
か
ら
過
去
の
小
道
具

を
借
り
て
自
分
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
衝
動
を
満
た
す
と
い
う
よ
う
な
」

八
歴
史
小
説
〉
を
書
か
な
い
よ
う
に
要
望
し
て
い
る
。
で
な
け
れ
ば
、

一72-

色
川
説
に
つ
い
て
言
え
ば
、
昭
和
十
年
代
の
文
芸
評
論
家
岩
上
順
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「
真
に
歴
史
小
説
」
と
は
呼
べ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ

は
、
か
な
り
厳
格
な
〈
歴
史
小
説
〉
と
い
え
る
だ
ろ
う
．
色
川
の
定

義
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
て
み
る
な
ち
ぱ
、
近
代
か
ら
現
代
ま
で
の

所
謂
〈
歴
史
小
説
〉
と
称
さ
れ
て
き
た
作
品
の
多
く
は
、
「
真
に
」

と
い
う
言
葉
を
は
ず
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
菊
地
も
、
「
『
蒼
き
狼
』
論
争
」
を
論
じ
つ
つ
、
「
過
去

を
し
て
、
過
去
を
語
ら
し
め
よ
、
借
景
を
や
め
よ
、
現
代
人
の
心
理

を
そ
乙
へ
は
さ
み
と
む
な
」
と
い
っ
た
自
ら
の
主
張
を
明
ら
か
に
す

る
．
そ
乙
で
、
〈
歴
史
小
説
〉
を
書
と
う
と
す
る
作
家
に
対
し
て
、

「
当
該
時
代
の
背
景
を
ふ
ま
え
、
そ
の
時
代
を
観
念
の
な
か
で
追
体

験
し
、
歴
史
家
と
同
様
に
、
資
料
を
よ
み
ζ

み
、
そ
し
て
、
そ
の
う

え
に
た
っ
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

の
自
ら
の
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
乙
乙
に
い
う
「
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
「
原
動
力
」
に
は
、
「
作
家
の
歴
史
観
」
が
作

用
し
て
お
り
、
乙
の
作
家
の
「
史
観
」
乙
そ
〈
歴
史
小
説
〉
を
考
え

る
際
に
は
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
説
明
を
つ
け
加
え

て
い
る
．

一
人
は
明
治
精
神
史
、
近
代
日
本
の
民
衆
思
想
史
を
専
門
と
し
、

一
人
は
ソ
ビ
エ
ト
政
治
史
、
社
会
主
義
論
を
専
門
と
す
る
二
人
の
歴

史
家
の
こ
の
よ
う
な
八
歴
史
小
説
〉
観
は
、
文
学
研
究
の
側
か
ち
す

れ
ば
、
ず
い
八
万
と
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
印
象
の
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
乙
と
を
否
め
な
い
。
ま
た
、
繰
り
返
す
乙
と
に
な
る
が
、
両
氏
の

厳
し
い
八
歴
史
小
説
〉
の
定
義
で
は
、
近
代
文
学
史
の
な
か
に
は
、

ζ

の
名
辞
で
も
っ
て
呼
ぴ
う
る
作
品
が
ご
く
わ
ず
か
に
な
っ
て
し
ま

う
よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
。
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色
川
説
に
つ
い
て
言
え
ば
、
昭
和
十
年
代
の
文
芸
評
論
家
岩
上
順

一
の
〈
歴
史
小
説
〉
論
に
似
通
っ
た
箇
所
が
あ
り
、
岩
上
が
小
林
秀

雄
や
高
木
卓
を
相
手
に
お
乙
な
っ
た
論
争
め
い
た
応
酬
を
紡
梯
と
さ

せ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
前
引
の
色
川
文
の
、
「
：
：
：
一
人
の
過

去
の
人
聞
を
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
描
く
乙
と
が
同
時
に
そ
の
時
代

の
本
質
的
矛
盾
に
迫
る
よ
う
な
：
：
：
」
と
い
っ
た
箇
所
に
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
公
式
を
応
用
し
、
小
林
の
い
う
「
愛
惜
の
念
」
（
「
歴

史
と
文
学
」
「
改
造
」
昭
日
・

3
）
を
否
定
し
、
高
木
の
い
う
「
現

在
照
応
」
（
「
歴
史
小
説
の
制
約
」
「
新
潮
」
昭
日
・
臼
）
理
論
を

批
判
し
た
岩
上
の
所
説
（
「
歴
史
と
現
実
の
文
学
」
甘
早
稲
田
文
学
」

昭
日
・

5
）
が
そ
っ
く
り
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

岩
上
説
を
詳
し
く
述
べ
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
が
、
平
野
謙
が
看

破
し
た
と
と
く
、
「
図
式
主
義
的
な
憾
み
」
（
『
現
代
日
本
文
学
史
』

所
収
「
昭
和
」
、
筑
摩
書
房
、
昭
M
・
4
）
が
の
と
る
ゆ
え
に
、
昭

和
十
年
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
作
家
を
し
て
八
歴
史
小
説
〉
制
作

へ
と
立
ち
む
か
わ
せ
る
動
機
や
意
図
を
く
み
と
る
乙
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
色
川
説
の
場
合
も
、
乙
れ
と
同
様
の
幣
が
生
じ
な
い
だ
ろ
う

か
．
つ
ま
り
、
色
川
の
考
え
方
で
は
、
八
歴
史
小
説
〉
を
「
歴
史
」

に
従
属
せ
し
め
る
方
向
へ
と
発
展
し
て
い
く
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、

し
か
も
、
あ
る
時
代
の
「
本
質
的
矛
盾
」
を
も
描
出
し
て
い
る
と
と

を
〈
歴
史
小
説
〉
成
立
の
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
作
家
の
動

機
や
意
図
は
軽
視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
時
代
の
「
本
質

的
矛
盾
」
と
、
創
作
主
体
で
あ
る
作
家
の
意
図
と
は
両
立
し
な
い
と

は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
描
き
出
そ
う
と
す
る
人
間
な
り
、
主
題
な

り
は
多
大
の
制
約
を
受
け
る
乙
と
に
な
る
。
極
論
す
れ
ば
、
色
川
の

q
d
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主
張
で
は
小
説
中
の
人
物
達
の
発
想
法
な
り
思
考
形
態
、
行
動
の
パ

タ
ー
ン
ま
で
、
一
つ
の
時
代
、
社
会
の
歴
史
的
制
約
の
も
と
に
描
き

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
徹
底
的
に
史
料
を
活
用
し
え
た
と

し
て
も
、
果
し
て
、
現
代
人
で
あ
る
作
家
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
ろ
う

か
、
ま
た
、
可
能
だ
と
し
て
も
そ
の
作
品
が
読
者
の
共
感
や
興
味
を

ひ
く
で
あ
ろ
う
か
、
甚
だ
疑
問
が
の
乙
る
。

菊
地
説
に
も
不
審
な
と
乙
ろ
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
氏
の
言
う

「
歴
史
観
」
の
概
念
の
暖
昧
で
あ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
自
ら
も
、

「
乙
の
史
観
と
い
う
、
と
ら
え
ど
と
ろ
の
な
い
歴
史
認
識
、
あ
る
い

は
歴
史
に
対
す
る
主
観
的
相
対
感
覚
」
と
述
べ
て
い
る
乙
と
か
ら
も

推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
歴
史
観
」
「
史
観
」
は
、
そ
の
把
握
、
理

解
に
容
易
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

八
歴
史
小
説
〉
の
定
義
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま

う
か
の
よ
う
な
感
さ
え
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、
乙
の
よ
う
に
盛
ん

に
論
議
の
か
わ
さ
れ
る
傾
向
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

固

さ
て
、
そ
乙
で
、
八
歴
史
小
説
〉
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
見
通
し

を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
立
ち
至
っ

た
。
が
、
八
歴
史
小
説
〉
を
論
ず
る
困
難
さ
は
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て

き
た
よ
う
に
な
ま
な
か
の
も
の
で
は
な
い
。
心
苦
し
き
を
覚
え
つ
つ
、

以
下
、
試
論
め
い
た
も
の
を
並
べ
て
み
た
い
。
が
、
自
分
な
り
の
見

方
と
言
っ
て
も
、
先
行
意
見
を
検
討
し
た
り
、
取
捨
選
択
、
あ
る
い

は
修
正
を
加
え
、
現
時
点
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
最
も
妥
当

だ
と
い
う
程
度
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
独
創
性
を
持
つ
も
の
で
は
な

S
D－
P
と
、
い
う
間
町
重
で
あ
る
。

乙
れ
法
「
霊
史
一
一
拘
真
実

し
が
し
、

ぃ
。
こ
の
ζ

と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

八
歴
史
小
説
〉
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
「
小
説
」
と
い
う
性
格
、

特
質
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
、
幾
度

も
繰
り
か
え
し
た
よ
う
に
、
素
材
で
あ
る
「
歴
史
」
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
「
歴
史
」
そ
の
も
の
も
、
作
家
の
主
体
と
何
ら
か
の
関
わ
り

を
有
す
る
も
の
が
選
ば
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
作
品
を
創
進
し
よ

う
と
す
る
作
家
に
と
っ
て
、
素
材
と
な
る
「
歴
史
」
は
、
作
品
の
主

人
公
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
や
作
中
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
事
件
、

そ
れ
ら
を
通
し
て
作
者
の
訴
え
よ
う
と
す
る
主
題
な
ど
と
緊
密
な
関

連
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

あ
ら
か
じ
め
「
歴
史
」
素
材
そ
の
も
の
に
、
作
者
の
共
感
や
関
心
を

よ
び
お
と
す
何
か
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
八
歴
史
小
説
〉
創
作

の
第
一
歩
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
素
材
を
選
定
し
た
と

い
う
乙
と
自
体
が
、
ま
ず
作
品
創
造
の
手
は
じ
め
と
な
り
、
そ
の
点

か
ら
「
歴
史
」
は
作
品
の
一
部
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
「
歴
史
」
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
一
応
の
客
観
的

「
歴
史
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
作
家
の
主
観
や
思
惑
、
作

品
の
展
開
の
都
合
に
よ
っ
て
勝
手
に
改
変
し
て
い
い
も
の
で
は
な
い
。

自
由
自
在
に
「
歴
史
」
資
料
を
読
み
か
え
た
り
、
作
り
変
え
た
り
し

て
作
品
を
書
い
た
場
合
、
そ
れ
は
厳
密
に
は
八
歴
史
小
説
〉
と
称
す

る
乙
と
は
で
き
な
い
。
芥
川
龍
之
介
、
菊
池
寛
の
「
歴
史
」
に
題
材

を
と
っ
た
「
テ

l
マ
小
説
」
や
、
そ
の
他
の
作
家
の
多
く
の
「
時
代

〈
大
衆
）
小
説
」
が
乙
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
点
と
な
る
の
は

「
歴
史
」
の
「
許
容
度
」
で
あ
る
。
作
家
に
は
、
ど
こ
ま
で
「
歴
史
」

的
真
実
に
通
暁
し
、
そ
れ
を
作
品
に
生
か
す
乙
と
が
要
求
さ
れ
て
い
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現
伏
D
ょ
う
で
あ
る
。
中
島
は
、
自
己
の
思
い
描
く
李
陵
｜
｜
そ
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屋
て

a，
て

も
と
よ
り
混
血
原
性
を
持
つ
も
の
で
は
な

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
れ
は
「
歴
史
」
的
真
実

と
い
う
ζ

と
が
ら
の
把
握
、
領
域
や
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
む
ず
か

し
さ
と
か
ら
ん
で
簡
単
に
結
論
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。

話
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
例
を
も
ち
出
し
て
み

よ
う
。
中
島
敦
の
『
李
陵
』
（
「
文
学
界
」
昭
M
・
7
）
、
第
一
章

の
終
末
部
に
、
伺
奴
軍
に
よ
っ
て
李
陵
の
率
い
る
漢
軍
は
ほ
と
ん
ど

棋
倒
側
聞
に
さ
れ
、
「
最
早
天
子
に
見
ゆ
ベ
き
商
目
は
無
ひ
」
と
察

し
た
陵
が
討
死
す
る
べ
く
「
乱
軍
の
中
に
駈
入
」
る
場
面
が
あ
る
。

そ
と
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
乙
と
陵
の
意
思
に
反
し
て
「
失
神
」

し
、
彼
は
旬
奴
の
掃
慮
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
素
材
と
な
っ
た

『
漢
書
』
〈
密
接
伝
〉
は
、
「
陵
臼
ク
、
面
目
、
陛
下
ニ
報
ズ
ル
無

シ
ト
。
遂
ニ
降
ル
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
「
遂
－
一
降
ル
」
が
、

果
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
、
「
歴
史
」
的
真
実
で
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
よ
う
だ
。
陵
自
ら
降
伏
を
申
し
出
た
の

か
、
中
島
描
く
と
ζ
ろ
の
「
失
神
」
の
う
ち
に
や
む
な
く
捕
え
ら
れ

て
「
降
ル
」
乙
と
に
な
っ
た
の
か
。
「
漢
書
』
の
現
代
語
訳
を
み
る

と
、
「
そ
の
ま
ま
降
参
し
た
」
（
本
田
済
訳
『
漢
書
・
後
漢
書
・
三

国
志
列
伝
選
』
平
凡
社
、
昭
伺
・

4
）
、
「
つ
い
に
捕
え
ら
れ
た
」

（
福
島
吉
彦
訳
『
漢
書
』
筑
摩
書
房
、
昭
日
・

7
）
と
あ
っ
て
、
い

ず
れ
と
も
判
断
し
が
た
い
。
護
雅
夫
は
、
中
島
の
描
い
た
陵
の
姿

（
「
失
神
し
た
と
と
ろ
を
捕
え
ら
れ
た
」
）
に
共
鳴
を
寄
せ
つ
つ
も
、

「
し
か
し
、
乙
れ
は
飽
く
ま
で
想
像
に
と
ど
ま
る
。
我
々
が
確
か
に

言
い
う
る
の
は
、
彼
が
旬
奴
に
投
降
し
た
と
い
う
一
事
、
た
だ
そ
れ

だ
け
で
あ
る
。
」
（
『
李
陵
』
中
央
公
論
社
、
昭

ω
・
1
）
と
し
て

い
る
。
「
歴
史
」
的
真
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
の

的
真
実
に
通
暁
し
、
そ
れ
を
作
品
に
生
か
す
と
と
が
要
求
さ
れ
て
い

が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
中
島
は
、
自
己
の
思
い
描
く
李
陵
｜
｜
そ

れ
も
、
当
然
、
「
史
実
」
か
ら
逸
脱
の
許
き
れ
な
い
李
陵
で
あ
る
が

ー
ー
に
ふ
さ
わ
し
く
、
陵
を
運
命
に
翻
奔
さ
れ
、
意
に
反
し
て
捕
虜

と
な
っ
て
し
ま
う
人
物
と
し
て
書
き
記
す
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

中
島
は
「
歴
史
」
を
改
変
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
歴
史
」
を
祖
述

し
た
の
か
、
簡
単
に
は
判
別
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
二
歴

史
」
的
真
実
を
根
幹
に
お
い
て
〈
歴
史
小
説

V
の
詮
索
を
お
し
進
め

る
な
ら
ば
、
果
て
は
歴
史
学
の
分
野
の
解
釈
に
か
か
わ
る
問
題
と
も

な
り
う
る
。
私
見
で
は
、
荒
唐
無
稽
は
も
と
よ
り
、
「
歴
史
」
資
料

の
自
由
な
改
策
（
ぎ
ん
）
は
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
歴

史
」
的
真
実
を
め
ぐ
る
解
釈
に
及
ん
だ
場
合
の
作
家
の
自
在
な
見
解

は
、
容
認
さ
れ
て
い
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

八
歴
史
小
説
〉
は
、
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
現
代
の
そ
れ
は
明
ら

か
に
現
代
小
説
の
一
翼
を
に
な
う
’
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
時
代
、
一

人
の
歴
史
的
人
物
、
一
つ
の
歴
史
的
事
件
が
小
説
の
題
材
と
し
て
現

代
の
作
家
に
よ
っ
て
遷
ぴ
と
ら
れ
た
時
点
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

す
で
に
創
作
行
為
は
始
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
主
体
を
含
ま
な
い

八
歴
史
小
説
〉
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。
「
過
去
を
し
て
語
ら
し
め
よ
」

と
の
言
葉
は
、
作
家
へ
の
い
ま
し
め
と
し
て
聞
き
従
う
べ
き
だ
と
は

思
う
が
、
「
過
去
」
そ
の
も
の
を
「
小
説
」
と
し
て
現
出
さ
せ
る
乙

と
自
体
に
、
さ
ほ
ど
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
は
、
「
歴
史
」
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

重
松
泰
雄
は
、
桑
原
武
夫
の
〈
歴
史
小
説
〉
観
（
ヨ
歴
史
と
文
学
』

新
潮
社
、
昭
凶
・
ロ
）
を
援
用
し
て
、
「
歴
史
小
説
の
主
人
公
は
、
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「
歴
史
上
の
人
物
」
の
上
に
見
た
「
作
家
の
意
欲
」
の
実
現
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
臨
時
増
刊
号
、
至
文
堂
、
昭
“

・7
）
。
氏
の
〈
歴
史
小
説
〉
の
「
主
人
公
」
の
定
義
に
は
、
ま
さ

に
同
感
の
意
を
表
し
た
い
．
今
後
、
乙
れ
を
「
主
人
公
」
の
み
な
ら

ず
、
作
品
中
の
「
時
代
設
定
」
「
事
件
」
、
作
者
の
「
歴
史
意
識
」

「
歴
史
観
」
を
も
含
め
て
の
定
義
を
形
造
る
ζ

と
に
応
用
し
て
み
た

い
と
意
図
し
て
い
る
＠
十
分
の
結
論
も
出
せ
な
い
ま
ま
紙
幅
が
尽
き
、

あ
え
て
「
素
描
」
の
ま
ま
欄
筆
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
諒
と
さ
れ
ん
乙

と
を
願
う
．

（
本
学
助
教
授
）
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