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「鳩
巣
小
説
」

の
変
化
と
諸
本

近
世
写
本
研
究
の
た
め
に

宮

崎

修

多

一
、

ど
れ
が

「鳩
巣
小
説
」
か

「鳩
巣
小
説
」
と
は
な
に
か
。
こ
の
間
は
、
世
に
あ
る
い
ず
れ
の
本

な
い
し
本
文
を
も

っ
て

「鳩
巣
小
説
」
と
称
す
べ
き
か
と
い
う
疑
問
に

近
い
。
百
本
存
在
す
れ
ば
百
の
容
貌
を
呈
す
る
ご
と
き
、
流
布
の
著
し

い
こ
う
し
た
作
品
の
写
本
群
を
前
に
し
て
、
我
々
は
そ
れ
を
い
か
に
考

え
れ
ば
よ
い
の
か
。
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば

「鳩
巣
小
説
」

の
紹
介

を
請
わ
れ

た
と
き
、
い

っ
た

い
ど
れ
を
底
本

に
採
択
す
れ
ば
よ
い
の

か
。
そ
の
判
断
の
た
め
に
は
む
ろ
ん
、
諸
本
系
統

の
研
究
に
よ

っ
て
ひ

た
す
ら
祖
本
に
遡
及
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
古
き
古
典
学
や
、
僥
倖
に

も
数
種
の
自
筆
稿
本
と
転
写
本
が
残
存
す
る

『春
雨
物
語
』
研
究
な
ど

と
は
、
別
種
の
姿
勢
を
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
松
田
修
が

「『源
氏
物
語
』
と
い
う
も
の
は
な
く
て
、
『源
氏
物
語
』
た
ち
が
あ
る
」

(「事
実
と
虚
構
」
)
と
喝
破
し
た
よ
う
に
、
「原
本
的
性
格
」
(池
田
亀

鑑

『古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
)
の
再
構
築
を
希
求
す
る
態

度
は
、
源
氏
研
究
に
お
い
て
す
ら
そ
の
価
値
を
減
じ
て
久
し
い
が
、
源

氏
は
そ
の
受
容
史
の
長
さ
が
異
本
研
究

の
意
味

を
押
し
上
げ
た
と
も
い

え
る
の
で
あ

っ
て
、

一
方

で

「
原
本
」
復
興

の
可
能
性
と
意
義
が
完
全

に
無
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
作
者
」

の

「
原
本
」
と
い
う
も
の
が
最
初
か
ら
存
在
し
な
い

「鳩
巣
小
説
」
と

は
、

こ
の
点

で
別
次
元
の
も
の
と
す
る
他
は
な

い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ

こ
の
場
合
実
録
体
小
説
の
諸
本
研
究
に
近
い
努
力
を
課
せ
ら
れ
る
と
思

う
が
、
中
村
幸
彦
の
い
わ
ゆ
る
本
文
の

「生
長
」
「文
学
化
」
の
過
程
自

体
が
大
き
な
意
味
を
も

つ
実
録
研
究
と
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ず
問
題
を

異
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
、
「鳩
巣
小
説
」
と
い
う
も
の
が
受

容
史
の
中
で
そ
の
姿
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま

で
武
家
教
訓
の
逸
話
集
と
し
て
な
る
べ
く
忠
実

に
内
容
を
伝
承
し
よ
う

と
す
る
意
識
を
も
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
よ
り
よ

き
原
本
遡
及
を
目
指
す
古
典
的
写
本
書
誌
学
と
、
す
べ
て
の
異
本
を
等
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価
値
に
す
く
い
上
げ
並
置
し
よ
う
と
す
る
、
読
者
論

の
視
点
を
多
分
に

も
り
こ
ん
だ
書
物
論

(外
山
滋
比
古

『
異
本
論
』
な
ど
)
と
の
中
間
に

位
置
す
る
立
場
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。
し

か
し
近
世
写
本

の
場
合
、
こ
の
類
が
存
外

に
多

い
の
で
は
な
い
か
。

享
保
期

の
朱
子
学
者
、
室
鳩
巣
が
加
賀
藩
儒
か
ら
幕
儒

へ
任
を
転
じ

た
後
、
江
戸
か
ら
在
加
賀
の
門
人
ら
に
む
け
て
郵
致
し
た
書
簡

の
内
容

を
中
心
に
、
他
者
の
書
簡
も
ふ
く
め
て
編
集
し
な
お
し
、

一
種
の
教
訓

説
話
集
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
の
が
世

に
い
う
と
こ
ろ
の

「鳩
巣
小
説
」

で
あ
る

(
こ
の
説
話
集
の
書
名
は
様
々
だ
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上

「鳩

巣
小
説
」
の
通
名
を
も

っ
て
統

一
す
る
)
。
そ
の
成
立
事
情
、
そ
し
て
諸

本
の
性
格

に
つ
い
て
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
か

つ
て
結
果
だ
け

を
整
理
し
た
が

(「鳩
巣
小
説
大
要
」、
長
谷
川
強
編

『近
世
文
学
傭
瞼
』

汲
古
書
院
平
成
9
年
5
月
刊
所
収
、
以
下

「前
稿
」
と
称
す
る
)
、
さ
ら

に
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
左
の
ご
と
く
で
あ

っ
た
。

一
、
「鳩
巣
小
説
」
は
青
地
礼
幹
の
随
筆

『
可
観
小
説
』
の
最
初

の
二

巻
を
後
半
に
、
青
地

の
近
親
者

(前
稿
で
は
礼
幹
の
兄
青
地
斉
賢
、

号
兼
山
を
想
定
)
に
よ
る
編
集
の
部
分
を
前
半
に
置
く
逸
話
集

で

あ
り
、
成
立
は
後
半
部
が
先
ん
じ
、
前
半
部
が
そ
の
後

に
加
え
ら

れ
、

一
書
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
。
そ
れ
は
恐
ら
く
享
保

三
年

四
月
以
降
。

二
、
諸
本
群
は
本
文
の
種
類
か
ら
①
逸
話
系
②
六
巻
本
系
③
三
巻
本

系

(
い
ず
れ
も
筆
者
に
よ
る
仮
称
)
に
大
別
出
来
、
諸
系
統
は
お

よ
そ
こ
の
順
に
成
立
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
第

一
は
、
成
立
時
か
ら

「作
者
」
の
存
在
が
き

わ
あ
て
希
薄
で
あ

っ
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
編
者

の
意
図
が
優
先
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
。
し
か
も
そ
れ
が
、
原
翰
筆
者
自
身
の
あ
つ
か
り

知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
は
そ
の
存
生
中
か
ら
多
様
に
流
布
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
素
材
と
し
て
使
用
さ

れ
た
原
書
翰
が
残

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
最
初
か
ら

「作
者
」
不
在
の

ま
ま
編
ま
れ
た
こ
の
逸
話
集
の
場
合
、
そ
れ
が
必
ず
し
も

「鳩
巣
小
説
」

の
原
本
と
は
い
え
ず
、
本
文
の
初
期
形
態
の

一
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
価

値
し
か
与
え
ら
れ
な
い
特
異
さ
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
在
み
る
か
た
ち
で
の

「鳩
巣
小
説
」
の

「編
者
の
意

図
」
な
る
も
の
に
ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
の
か
。
し
か
し
そ
れ
と
て
明
確

に
は
措
定

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
成
立
は
前
半
と
後

半
と
を
分
け
て
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
最
初
か
ら
前
後
首
尾

一
貫
し
た

も
の
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
別
個
に
編

ま
れ
た
巻
冊
が
な
ん
ら
か
の
事
情
で

一
所
に
保
存
さ
れ
て
い
て
、
偶
発

的
に
合
体
し
た
か
た
ち
で
写
さ
れ
た
も
の
が
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
、
あ
る
意
味
で
は
、
最
初
に
こ
の
前
後
二
巻
が
偶
然
合
写
さ
れ
た
瞬

間
を
も

っ
て

「鳩
巣
小
説
」
の
は
じ
ま
り
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
編
者

の
意
図
」
す
ら
全
巻
を
通
底
し
て
い
る
と

は
言
え
ず
、
そ
れ
も
甚
だ
曖
昧
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
曖
昧
さ
を
宿
し
た
ま
ま
筆
写
に
筆
写
を
繰
返
さ
れ
、
な

ま
な
か
な
版
本
よ
り
も
海
内
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
が

「鳩
巣
小
説
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ

っ
た
。
将
軍
、
旗
本
、
大
名
、
帝
ら
の
し
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く
じ
り
話
も
含
む
逸
事
を
満
載
し
た
本
書
は
、
木
活
字
で
ひ
っ
そ
り
組

ま
れ
た
こ
と
は
あ

っ
た
に
せ
よ

(弘
化
四
年

『
集
美
録
』)
、
近
世
期

で

は
到
底
出
版
流
通
に
載
せ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
た
と
え
ば
徳
川
実
紀
に
も
使
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
含
め
て
、

こ
こ
ま
で
流
布
を
許
容
し
て
い
る
事
情
は
、
逆

に
、
当
時

の
出
版
規
制

の
境
界
も
し
く
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
再
考
を
促
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
は
亦
別
席

に
述

べ
る
べ
き
こ
と
か
。

以
下
、
前
稿
の
結
果
に
至
る
ま
で
の
本
文
変
化

の
類
推
過
程
を
、
筆

者
の
採

っ
た
方
法
も
含
め
て
特
徴
別
に
述

べ
た
。
前
稿
と
重
複
す
る
実

例
が
あ
る

こ
と
、
ま
た
第
何
話
と
称
す
る
際
は
前
稿
に
附
載
し
た
表

「鳩
巣
小
説

一
覧
」

の
条
目
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
こ
と
を
、
予

め
こ
と
わ

っ
て
お
く
。

一=、
変
化
の
諸
相
と
系
統
分
類

イ

巻
冊
章
段
の
改
変

諸
本
間

の
異
同
を
確
認
す
る
際
に
も

っ
と
も
き
わ
だ

っ
た
特
色
を
示

す
だ
け
に
、
こ
う
し
た
体
裁
外
形
上
の
問
題
は
調
査
の
時
間
に
余
裕
の

な
い
時
な
ど
、
最
初
の
あ
た
り
を

つ
け
る
手
段
と
し
て
有
効
な
こ
と
も

あ
る
。
事
実
、
前
稿
で
も

「六
巻
本
系
」
「
三
巻
本
系
」
な
ど
と
巻
数
を

も

っ
て
諸
本
群
の
呼
称
と
し
て
お
り
、
こ
の
側
面
が
本
文
自
体
の
特
性

を
も
物
語

る
こ
と
は
筆
者
自
身
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
こ
う
し
た
流
布
甚
だ
し
い
写
本
の
場
合
、
系
統
間
の
交
錯
、
筆
写
者

の
好
み
な
ど
が
大
き
く
か

つ
幾
度
も
重
層
的
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
本
文
系
統
を
象
徴
す
る
差
異
で
は
な
く
な

る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。

「鳩
巣
小
説
」
は

『可
観
小
説
』
の
最
初
の

一
巻

(異
本
に
よ

っ
て

は
最
初
の
二
巻
)
の
五
十
七
話
を
後
半
に
、
別

の
五
十
六
話
分
の

一
巻

を
前
半
に
位
置
さ
せ
た
、
前
後
二
巻

(
こ
れ
が
二
冊
で
あ

っ
た
可
能
性

も
高

い
)
計
百
十
三
話
と
し

て
数
え
う
る
も

の
が
最
初
期

の
体
裁

で

あ

っ
た
。
後
半
部
の
最
初

(す
な
わ
ち

『可
観
小
説
』
の
冒
頭
話
)
は

第
57
話
味
方
原
合
戦
で
の
本
多
忠
勝
の
武
功
咄

で
、
そ
の
前
に
位
置
す

る
第
56
話
加
賀
藩
士
ス
リ
濡
れ
衣
事
件
の
話
と

の
間
に
、
巻
冊
に
お
い

て
何
が
し
か
切
れ
目
が
生
じ
て
い
る
の
が
初
期
形
態

の
名
残
と
、
ま
ず

は
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逸
話
系
の
う
ち
二
巻
本

の
体
を
な
し
て
い
る

も
の
な
ど
が
そ
の
代
表
で
、
『鳩
巣
室
先
生
収
録
』
と
題
し
六
巻
本
系
本

文
を
有
す
る
上
中
下
三
巻
本
の

一
群
な
ど
も
こ
こ
に
上
巻
と
中
巻
の
境

が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
切
れ
目
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
本
ほ
ど

古
い
本
文
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
初
期
逸
話
系

諸
本
の
中
で
、
こ
の
境
界
を
全
く
無
視
し
て
五
巻
本
に
仕
立
て
ら
れ
た

一
群
も
存
在
し
た
。
そ
の
巻
立
て
は
、

巻

一

巻
二

巻
三

72

～

期

02

～

13

・

1

1「一

20

～

46

、

1

～

19

 

*
た
だ
し
第
31
話
は
巻
四
の
第
55
話
の
次
に
あ
り

巻

四

47
～

59
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*
た
だ
し
第
52
話
は
第
56
話
の
前

(31
の
後
)
に
あ
り

巻
五

60
～
71

と
、
巻
毎

に
は
原
態
の
話
順
を
ほ
ぼ
襲

っ
て
お
り
、
全
体
を
五
分
冊

(あ
る
い
は
六
分
冊
し
て
)
し
た
も
の
に
冊
の
入
替
が
生
じ
た
結
果
、

右
の
巻
順
巻
立
て
に
な

っ
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
本
文
そ

の
も
の
は
古
態
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
逸
話
系
二
巻
本

よ
り
は
や
や
修
正
が
加
わ

っ
た
箇
所
も
あ
り
、
か
と
い
っ
て
六
巻
本
三

巻
本
両
系
統
ほ
ど
は
改
変
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
五
巻
本
は
逸
話
系
の

内
部
で
割
合
他
系
統
と
の
混
清
少
な
い
ま
ま
派
生
し
た
も
の
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
は
、
あ
る
い
は
こ
の
五
巻
本
の
生
成
分
離
の

時
期
が
六
巻
本
系
の
出
現
以
前
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
か
も
知
れ

な
い
。

五
巻
本

の
巻
二
は
右

の
ご
と
く
流
布
本
の
最
後
尾
に
冒
頭
が
つ
ら
な

る
形
を
と

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
分
冊
で
あ

っ
た
も
の
が
あ
る
時

点
で
合
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
も
と
は
六
巻
本

で
あ

っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
六
巻
本
系

の
巻
立

て
が
そ
れ
を
継
承
し

て
い
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、

一
部
類
似
点
も
な
い
で
は
な
い

も
の
の
、
単
に
全
体
を
六
分
す
れ
ば
同
じ
様
な
巻
立

て
に
な
る
結
果
的

な
類
似
の
よ
う
で
あ
り
、
五
巻
本
系
の
直
接
延
長
上

に
位
置
さ
せ
る
べ

き
系
統
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
各
々
の
巻
立

て
の
微
妙
な
異
同

に
つ
い
て
は
前
稿
附
載
の
表
を
見
ら
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
仮
に
五
巻
本

の
前
段
階

に
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
六
巻
本
が
今
後
出
現
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
通
行
の
六
巻
本
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

巻
立
て
が
必
ず
し
も
本
文
特
性
を
象
徴
す
る
要
素
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
章
段
順
番
の
異
同
は

「鳩
巣
小
説
」

の
場
合
抄
出
本
や
自
己

編
集
本
を
除
け
ば
驚
く
ほ
ど
少
な
く
、
五
巻
本

の
ご
と
く
冊
順
の
錯
誤

に
よ

っ
て
百
十
三
話
が
円
環
的
に
並
ん
で
し
ま

っ
た
も
の
の
他
は
、
ほ

ぼ
諸
本

一
致
し
た
話
順
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
諸
本
混
乱

を
き
わ
め
た
り
と
は
い
え
単

一
の
祖
本
か
ら
の
派
生
な
る
こ
と
を
思
わ

せ
、
初
期
形
態

へ
の
遡
及
の
可
能
性
を
示
す
も

の
で
も
あ
ろ
う
。
遡
及

す
る
こ
と
の
意
義
が
中
古
中
世
の
い
わ
ゆ
る
古
典
作
品
よ
り
も
薄
い
の

は
前
述
の
通
り
だ
が
、
そ
の
初
発

に
近

い
姿
を
措
定
し
て
お
く
こ
と

は
、
他
本

の
位
置
付
け
の
際
に
有
効
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「鳩

巣
小
説
」
で
は
、
幸
い
に
し
て

『
可
観
小
説
』

の
様
相
が
そ
の
初
期
形

態
を
想
像
す
る
上
で
の
屈
強
の
材
と
な
る
。
「鳩
巣
小
説
」
後
半

(57
話

以
降
)
の
本
文
と
、
『
可
観
』
巻

一
・
二
の
本
文
と
の
近
接
度
が
そ
の
尺

度
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

『
可
観
』
が
あ
ま
り
流
布
し
て
い
な
い

テ
ク
ス
ト
ゆ
え
に
、
原
著
者
青
地
礼
幹
自
身
に
よ
る
本
文
か
ら
余
り
逸

脱
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論

『可
観
』

の
数
本
間
に
異
同
が
み

ら
れ
る
こ
と
は
森
銑
三
や
日
置
謙
が

つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が
、
「鳩
巣
小
説
」
の
そ
れ
の
比

で
は
な
く
、
『可
観
』
異
同
箇
所
を

無
視
し
て
も
そ
の
他
の
部
分
に
お
い
て
充
分
初
発
本
文
の
材
料
を
提
供

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
「
一
、
…
…
」
「
一
、
…
…
」
の
箇
条
書
き
で
あ
る
ゆ
え
に
、

「
=

字

の
欠
落

に
よ
り
二
話
が

一
話
に
連
な

る
現
象
は
き
わ
め
て
多
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く
み
ら
れ
、
こ
の
結
果
全
体
の
逸
話
総
数
は
諸
本
間
で
変
化
す
る
が
、

そ
れ
が
頻
多
で
あ
る
以
上
諸
本
の
前
後
関
係
を
測
定
す
る
尺
度
と
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
複
数
話
が
合
体
す
る
背
景
に
は
、
内
容

の
類
似
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
鳩
巣
小
説
」
各
話
の
配
列
に
は
、
全

体
と
し
て
は
規
則
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
数
話
毎
に
同

一
の
書

翰
か
ら
抽
出
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
た
め
に
、
時
に
類
想
の
話
柄
が
隣
あ

う
部
分
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、

一
話
が
二
条
に
分
離
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は

「鳩
巣
小
説
」
本
来
の
語
り
の
特
色
に

拠
る
こ
と
が
多
い
。
と
い
う
の
は
、

一
条
の
中
に
二

つ
の
話
題
を
掲
げ

る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
そ
れ
が

一
つ
の
主
題
や
寓
意
の
下
に
括
れ
る

二
話
な
ら
ま
だ
し
も
、
ま

っ
た
く
相
違
す
る
意
図
の
下
に
二
話
が
続
く

こ
と
も
多

い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
第
1
話
日
光
御
宝
塔
の

一
件
で
、

前
半
は
町
奉
行
島
田
幽
也

の

「
日
光
を
再
興
す
る
な
ら
ま
ず
豊
国
廟
の

修
理
が
先
」
と
い
う
名
言

で
松
平
信
綱
を
感
服
さ
せ
た
話
。
後
半
は
そ

の
幽
也
の
子
孫
が
衰
微
し
た
の
は
、
幽
也
が
あ
ま
り
に
諸
悪
を
見
逃
さ

ぬ
性
格
ゆ
え
に
家
臣
ら
が
難
儀
し
た
結
果
だ
と
す
る
、
前
半
と
は
対
照

的
な
君
臣
論
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た

一
条
の
内
容
に
有
機
的
統

一
を
欠

く
点
は
、
好
意
的
に
解
せ
ば
話
題
提
供
者
新
井
白
石
や
報
告
者
鳩
巣
ら

の
複
眼
的

思
考

の
反
映
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
れ
は

「鳩
巣
小
説
」
話
法
の
大
き
な
特
色
に
数
え
上
げ
て
よ
い
。
こ
う
し
た

話
を
二
話

に
分
離
さ
せ
る
の
は
書
写
者
の
さ
か
し
ら
と
い
う
よ
り
は
、

読
者
に
対
す
る
配
慮
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
諸
本
系
統

の
ど
の

時
期
的
段
階
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

口

識
語
お
よ
び
書
写
段
階
で
の
校
訂

古
写
本
書
誌
学

で
は
重
要
な
手
が
か
り
た
る
べ
き
識
語
も
、
末
端
写

本
が
殆
ど
を
占
め
る

「鳩
巣
小
説
」
な
ど
の
場
合
、
個
々
の
書
写
識
語

に
受
容
史
的
意
義
を
見
出
す
他
は
、
本
文
特
性
を
確
定
す
る
に
あ
ま
り

意
味
を
な
さ
な
い
。
中
に
は
伝
授
さ
れ
て
い
く
識
語
も
あ

っ
て
、
最
も

多
く
み
か
け
る
の
は
数
文
字
の
異
同
は
あ
る
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

鳩
巣
室
先
生
所
著
駿
台
雑
話
大
行
干
世
余
敬
服
其
学
識
久
　
頃
獲

題
鳩
巣
小
説
者
其
書
以
国
字
録
多
係
友
朋
往
返
之
言
間
雑
以
識
見

無

一
不
興
起
士
気
維
持
風
教
者
窟
為
先
生
手
録
也
必
　
謹
繕
写
蔵

諸
籏
笥
附
以
此
言

安
永
壬
辰
冬

備
前
後
学
井
上
正
修
識

こ
の
識
語
は
、
六
巻
本
系
で
末
尾
近
く
の
後
光
明
帝
の
逸
事
十
話
を

欠
く
も
の
に
多
い
。
し
か
し
こ
れ
が
同
文
で

「天
明
五
乙
巳
年
三
月

浪
華

阿
部
貞
良
題
」
と
署
名
さ
れ
て
出
現
し

て
く
る
と
な
る
と

(静

嘉
堂
文
庫
蔵
中
村
敬
宇
旧
蔵
二
巻
二
冊
本
、
三
康
図
書
館
蔵
二
巻
二
冊

本
な
ど
数
本
あ
り
)、
当
識
語
に
対
す
る
我
々

の
信
頼
は
急
激

に
減
退

す
る
で
あ
ろ
う
。
「宴
為
先
生
手
録
也
必
　
」
な

る
く
だ
り
を
述
べ
る
た

め
の
単
な
る
権
威
付
け
の
架
空
識
語
か
、
井
上
識
語
の
後
に
あ

っ
た
天

明
度
の
書
写
年
記
が
混
同
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
た
だ
、
仮
に
捏

造

に
せ
よ
こ
れ
が
真
に
安
永
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
以
前
か
ら

『鳩
巣
小
説
』
な
る
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
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の

一
証
と
は
な
り
う
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
六
巻
本
系
以
外

の
本
に
も

校
訂
の
結
果
こ
れ
が
写
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
こ

れ
が
六
巻
本
系
占
有
で
あ
る
と
は
決
し
て
い
え
ぬ
が
、

こ
れ
を
有
す
る

本
文
が
そ
の
系
統
に
属
す
る
可
能
性
は
比
較
的
高
く
、
書
写
識
語
と
違

い
本
文
特
性
の
徴
象
の

一
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
同
文
の
識
語

が
数
本
あ
れ
ば
、
か
く
も
胡
散
臭
い
も
の
な
が
ら
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

本
文
系
統

の
あ
た
り
を

つ
け
る
材
料
と
は
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

素
性
の
わ
か
ら
ぬ
条
文
が
入
り
込
む
こ
と
で
い
え
ば
、
後
光
明
帝
逸

事
十
条
の
後
に
、
帝
崩
御
の
記
事
文

(漢
文
、
作
者
未
詳
)
が
挿
入
さ

れ
た
本
が
逸
話
系
と
六
巻
本
系
の

一
部
に
あ
る
。
『可
観
小
説
』
に
は
見

ら
れ
な
い
の
で
、
逸
話
系
が
纏
め
ら
れ
た
ど
こ
か
の
時
点
で
付
加
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
井
上
識
語
が
あ

っ
て
後
光
明
逸
事
を
欠
く
本

に
は
こ
の
漢
文
も
無
い
場
合
が
多
く
、
六
巻
本
の

一
部
に
は
巻
四
の
末

に
置
か
れ
た
も
の
も
あ
り
、
同
じ
く
六
巻
本
の

一
部
や
前
述

『収
録
』

本
で
は
巻
末
に
移
さ
れ
て
い
る
。
三
巻
本

で
は
ほ
ぼ
こ
れ
を
欠
い
て
い

た
。
か
く

こ
う
し
た
挿
入
条
の
有
無
や
位
置
も
、
本
文
系
統
を
推
定
す

べ
き
観
点

の

一
と
は
な
り
う
る
。

注
記
の
本
文
化
な
る
現
象
は
記
紀
伊
勢
源
氏
以
来
、
古
典
学
の
古
く

か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
原
注
の
変
異
し
た
様
相
の

一
二
は
前
稿
で
も
指

摘
し
て
お

い
た
。
そ
れ
で
は
写
本
の
所
蔵
者
ま
た
は
筆
写
者
に
よ
る
本

文
化
し
な

い
付
注
付
記
は
、
諸
本
確
認
の
た
め
の
目
安
と
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
「鳩
巣
小
説
」
に
対
す
る
注
の
う
ち
最
も
代
表
的
な
の
が
、
単
独

の
写
本

で
も
伝
わ
る

『鳩
巣
小
説
評
論
』
な
ど
と
題
さ
れ
る
平
山
兵
原

に
よ
る
注
釈
訂
誤
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
別
冊
で
流
布
し
た

形
跡
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
本
文
竈
頭
や
章
段
末
尾
に
記
入
さ
れ
て
い

る
か
ら
と
い

っ
て
あ
る
種
の
本
文
系
統
を
示
す
指
針
と
は
な
ら
な
い
。

所
蔵
者
各
自
に
お
い
て
寓
目
し
た
兵
原
注
を
架
蔵
本
に
書
加
え
た
だ
け

の
場
合
が
殆
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
平
山
注
ほ
ど
独
立
性
の

な
い
も
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
名
古
屋
の
人
見
黍
の
注
入
り
の
本
は

し
ば
し
ば
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筑
波
大
学
図
書
館
蔵

『識
小

編
』
所
収

「
鳩
巣
小
説
」
三
冊
に
は
、
人
見

の
注
記
の
他
そ
の
識
語
ま

で
が
写
さ
れ
て
い
て
次
の
ご
と
し
。

右
以
大
坂
丸
屋
平
兵
衛
蔵
本
謄
写
焉
正
誤
字
書
眼
標
将
欲
得
善
本

以
再
校

寛
政
五
年
癸
丑
五
月
廿
三
日
磯
邑
人
見
黍
識

も

っ
と
も
こ
の
識
語
が
転
写
さ
れ
た
本
も
数
本
み
か
け
た
が
、
『識

小
編
』
本
に
は
さ
ら
に
堤
朝
風
の
識
語
が
続
く
。
因
み
に
こ
の
筑
波
本

『識
小
編
』
は
朝
風
自
編
自
筆
の
も
の
で
あ
る
。

右
鳩
巣
小
説
拠

一
友
人
之
所
蔵
而
書
写
焉
然
其
本
多
説
字
間
亦
有

不
成
語
今
也
無
可
校
之
本
故

一
従
本
書
而
敢
無
所
更
改
者
他
日
得

正
本
則
可
校
正
焉
耳

戊
午
十

一
月
丙
子

堤
朝
風
識

原
本
に
語
を
成
さ
ざ
る
所
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
ま
で
忠
実

で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
朝
風
ら
し
く
、
た
し
か
に
人
見
注
本
の
多

く
と
同
じ
く
六
巻
本
系

の
本
文
を
備
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
六
巻
本
系
が

寛
政
期
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
し

「95一



か
し
時
代

が
や
や
下
る
と
、
た
と
え
ば
京
都
大
学
図
書
館
蔵

『
武
道
撞

葦
録
』
所
収
二
冊
本
享
和
三
年
十
月
写
本
の
人
見
注
本
な
ど
、
そ
こ
に

は
少
々
三
巻
本
の
特
徴
が
散
見
さ
れ
る
。
基
本
は
六
巻
本
系
で
あ

っ
て

も
他
系
統
と
の
混
清
は
享
和
に
し
て
す
で
に
始
ま

っ
て
い
る
様
子
で
あ

り
、
す
な

わ
ち
人
見
注
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
純
粋
な
六
巻
本
系
の
本

文
の
温
存
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う

し
た
三
巻
本
系
本
文
と

の
交
錯
は
こ
の
種
に
多
く
、
同
じ
六
巻
本
と

い

っ
て
も
、
人
見
標
注
本
は
三
巻
系

へ
の
移
行
の
始
ま

っ
た
比
較
的
後

期
に
属
す

る
本
文
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し

た
付
注
以
外
に
、
筆
写
時
の
編
集
と
思
わ
れ
る
作
業
の
跡
を

と
ど
め
る
も
の
も
あ
る
。
本
文
冒
頭
に

「近
藤
守
重
校
」
と
署
し
、
各

条
話
題
に
即
し
た
二
～
四
字
程
度
の
標
題
を
掲
げ
、
末
尾
に
堀
田
正
俊

の
稲
葉
正
休
刺
殺
事
件

(第
79
話
)
に
関
す
る

「外
史
氏
」
の
コ
メ
ン

ト
を
片
仮
名
文
で
付
載
す
る
と
い
う
特
徴
を
持

つ
本
で
、
本
文
は
六
巻

本
系
の
色
彩
が
強
い
。
例
の
第
57
話
か
ら
下
巻
が
開
始
す
る
二
巻
本

の

体
裁
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
逸
話
系
か
ら
移
行
し
た
ば
か
り
の
初
期
段

階
の
六
巻
本
系
統
と
み
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
何
と
な
く
人
為
が
感
ぜ
ら

れ
、
こ
れ

は
お
そ
ら
く
近
藤
正
斎
に
よ

っ
て
、
六
巻
本
に
逸
話
系
本
文

を
加
味
し

て
読
み
や
す
く
さ
れ
た
校
訂
本
文
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
事
例
は
、
本
文
が
い
つ
も
少
し
つ

つ
漸
進
的
な
変
化
を
遂
げ

る
の
で
は
な
く
、
異
本
間
の
混
合
が
何
等
か
の
機
会
に
大
き
な
規
模

で

行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
本
文
の
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

の
を
物
語

っ
て
い
る
。
我
々
は
書
誌
学
者
近
藤
守
重
名
儀
ゆ
え
に
さ
せ

る
校
訂
作
業
が
意
識
的
で
あ

っ
た
と
想
像
し
て
し
ま
う
が
、
当
然
な
が

ら
無
記
名
の
筆
写
者

に
お
い
て
も
あ
り
う
る
。
六
巻
本
系
、
三
巻
本
系

な
ど
と
大
き
く
分
類

で
き
る
の
も
、
異
本
間
の
数
次
に
わ
た
る
交
錯
の

結
果
、
曖
昧
な
中
間
的
本
文
が
出
来
、
そ
れ
が
次
第

に
別

の
特
性
を

も

っ
た
本
文
に
変
容
し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
り
は
、

一
時
点
で
の
大
幅
な

改
変
の
名
残
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ど
の
系
統
か
に
近
接

し
な
が
ら
も
他
系
統

の
要
素
も
み
ら
れ
る
と
い

っ
た
中
間
的
な
本
文
が

多
く
残
存
し
て
い
る
の
は
、
幾

つ
か
の
異
本
系

が
出
揃

っ
た
後
に
さ
ら

な
る
異
種
の
交
配
が
、
某
系
統

の
本
文
を
基
に
他
本
が
部
分
的
に
混
入

し
た
形
で
行
な
わ
れ
た
所
以
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
本
文
校
訂
の
意
識
が
進
む
と
、
他
本
を
も

っ
て
補
正
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
本
文
そ
の
も
の
の
読
み
に
く
さ
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て

改
訂
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出

て
き

て
も
お
か
し
く
な
い
。
前
稿
で
も

紹
介
し
た
が
、
内
閣
文
庫
蔵

『駿
台
小
説
』
六
冊
は
、
書
翰
体
ゆ
え
に

混
乱
す
る
行
文
を
大
幅
に
改
め
た
も
の
で
、
浜
松
の
藩
校
克
明
館
旧
蔵

本
。

こ
の
転
写
本
や
、
同
工
の
改
削
本
文
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

ハ

本
文
の
脱
落
欠
損

本
文

の
脱
落

の
う
ち
最
も
目
立

つ
の
は
、
章
段
全
文
を
欠
く
場
合
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
六
巻
本
系
井
上
正
修
識
語
本
で
は
、
末
尾
近

く
の
後
光
明
帝
逸
事
十
箇
条
が
す

っ
ぽ
り
抜
け

て
い
る
本
が
多
く
、
こ

れ
は
帝
室
を
揮

っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
三
巻
本
で
は
十
条
と
も
に
復
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活
し
て
い
る
の
だ
が
、
欠
落
の
ま
ま
の
六
巻
本
の
幕
末
か
ら
明
治
の
新

写
本
も
多
く
、
我
々
に
受
容
史
の
問
題
を
提
供
し
て
は
い
る
が
、
こ
の

例
は
編
集
意
識
の
反
映
ゆ
え
、
本
文
自
体
の
変
化
の
過
程
と
、
そ
れ
に

よ
る
諸
本

の
位
置
付
け
を
試
み
る
に
は
い
さ
さ
か
単
純
素
朴
な
差
異
で

あ
る
。
む
し
ろ

一
条
の
中
の
部
分
的
な
欠
損
の
方
が
、
そ
れ
を
計
測
す

る
尺
度
と
し
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。

『可
観
小
説
』
に
も
採
ら
れ
る

「鳩
巣
小
説
」
後
半
部
の
第
64
話
板

倉
勝
重

・
重
宗
父
子
の
話
、
ま
ず
手
近
な
続
史
籍
集
覧
本

(三
巻
本
系

の
変
種
)
を
翻
し
て
み
れ
ば
、
こ
の

一
条
全
体
が
無
い
こ
と
に
気
付
く
。

も

っ
と
も
史
籍
集
覧
本
な
ら
ず
と
も
三
巻
本
系

で
は
概
ね
全
文
欠
落

し
、
逸
話
系
六
巻
本
系
で
は
こ
れ
を
備
え
る
の
で
、

こ
の
章

の
有
無
が

三
巻
本
系
判
定

の
基
準
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
後
光
明
帝

十
話
と
同
じ
く
何
等
か
の
編
集
意
図
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
流

布
の
逸
話

・
六
巻
両
系
い
ず
れ
も
中
間
部
に
み
え
る

「此
所
欠
文
あ
る

べ
し
」
な
る
注
記
は
、
か
な
り
読
者
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
条
は
、
前
半
が
京
都
所
司
代
の
後
任
を
父
か
ら
推
さ
れ
た
重
宗
が
、

承
諾
を
躊
躇
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
親
友
安
藤
帯
刀
が
う
ま
く
説
得
す
る

話
、
後
半

は
請
諾
し
た
重
宗
が
父
勝
重
に
裁
判
の
心
得
を
伝
授
さ
れ
る

話
で
、

例

に
よ

っ
て
前
後
二
部
構
成
を
と

っ
て
い
る
。

「欠
文
あ
る
べ

し
」
の
小
書
は
こ
の
う
ち
後
半
部
の
途
中
に
み
え
る
も
の
で
、
そ
の
後

半
の
み
の
展
開
は

『可
観
小
説
』
に
よ
る
と
次
の
様
で
あ

っ
た
。

①
重

宗
、
父
勝
重
に
向
い
、
か
か
る
重
責
を
押
し
付
け
る
と
は

「
御
情
な
き
儀
」
と
泣
き
言
。
父
、
さ
て
は
諺
に
い
う

「あ

つ

い
火
子
に
は
ね
火
」
な
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
か
、
と
訓
戒
。

②
所
司
代
を
継
い
だ
重
宗
、
父
に
公
事
の
心
得

の
伝
授
を
願
う
。

③
勝
重
の
訓
話
そ
の

一
。
「鈴
木
殿
の
奥
州
下
り
」。
こ
の
讐
話
で
、

裁
判
と
い
う
も
の
は
訴
状
や
事
件

の
表
面
だ
け
を
見
て
い
て
も

務
ま
ら
ぬ
こ
と
を
教
う
。

④
同
じ
く
そ
の
二
。
「小
僧
三
ケ
条
」。
こ
の
話
で
、
片
方
の
申
分

の
み
を
聞
い
て
納
得
さ
せ
ら
れ
て
も
、
事
実
関
係
は
判
明
し
な

い
こ
と
を
教
訓
。

⑤

こ
の
二

つ
の
教
訓
を
体
得
し
た
重
宗
は
、
父
子
二
代
良
吏
の
名

声
を
得
た
。
結
語
。

し
か
し
な
が
ら
、
逸
話
系
六
巻
本
系
で
は
、
右
の
②
③
を
欠
き
、
そ

こ
に

「此
所
欠
文
あ
る
べ
し
」
が
記
入
さ
れ
て
④
⑤
に
続
く
。
す
な
わ

ち
欠
文
の
後
唐
突
に
小
僧
三
ケ
条
の
訓
話
が
始
ま
る
の
で
、
②
の
部
分

も
目
に
し
な
い
読
者
は
こ
の
話
が
、
い
か
な
る
設
定
で
誰
に
よ

っ
て
語

ら
れ
る
の
か
、
何
の
寓
意
を
備
え
る
か
を
理
解

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
④
の
末
尾
で

「此
二
つ
さ

へ
御
意
得
候

へ
ば
別
に
替
り
た
る

儀
も
無
之
と
被
申
候
」
と
い
う

「
此
二

つ
」
と
は
③
と
④

の
二
話
を
指

す
の
で
あ
る
か
ら
、
③
を
全
く
欠
く
通
行
本

で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。

こ
れ
が
小
僧
三
ケ
条
を
指
す
も
の
と
解
し
て

「此
三

つ
」
に
変
更
し
た

本
文
も
み
か
け
る
か
ら
、
事
態
は
錯
綜
す
る
。

管
見
の
か
ぎ
り
逸
話
系
以
下
の
本
話

で
は
欠
落

の
な
い
本
文
は
殆
ど

み
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
欠
損
は
後
半
57
話
の
み
が

(す
な
わ
ち

『可

観
小
説
』
冒
頭
二
巻
)
単
独

で
写
さ
れ
た
後
の
、
前
後
首
尾
揃
う
際
の
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な
ん
ら
か
の
事
故
と
み
て
よ
い
。
『
可
観
小
説
』
巻
二
末
尾
近
く
の
青
地

礼
幹
識
語

で
は
、
加
賀
藩
主
前
田
綱
紀
に
み
せ
た
後
、
藩
士
中
村
典
膳

や
大
野
木
舎
人
も
写
本
を
作

っ
た
と
い
う
か
ら
、
礼
幹
自
身
と
綱
紀
の

も
の
と
含

め
て
四
本
程
度
は
存
在
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
内
の
い

ず
れ
か
、

ま
た
は
そ
の
派
生
本
か
に
欠
落
の
事
態
あ

っ
た
か
、
そ
れ
は

定
か
で
は
な
い
が
、
現
在
み
る
諸
本
は
ほ
ぼ
す

べ
て
そ
の
欠
損
本
か
ら

派
生
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
金
沢
大
学
蔵

『
鳩
巣
伝
話
』

写
本

一
冊

(享
保
元
年
末
よ
り
二
年
初
め
に
か
け
て
書
写
、
蔵
印

「種

徳
」)
は
こ
の
本
文
損
壊
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
る
稀
有
な
例

で
、
現
在
流
布

の

「鳩
巣
小
説
」
と
は
別
系
統

の
写
本

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
例
の
第
64

話
前
半
、

周
防
守
を
推
薦
す
る
父
伊
賀
守

の
話
中
、
徳
川
秀
忠
に
対
し

て

「密
夫

の
首
切
申
様
成
も
の
に
て
は
無
之
」
と
い
う
謎
め
い
た
表
現

が
あ
り
、
諸
本
概
ね

「此

一
言
如
何

の
義
に
候
や
。
其
節
台
徳
院
様
に

も
御
合
点

と
見

へ
申
候
。
数
十
年
考
候

へ
と
も
合
点
不
参
候
。
な
ぞ
に

て
候
間
と
き
申
候

へ
と
被
申
候
。
御
考
御
覧
な
さ
る
へ
く
候
」
な
る
注

記
が
あ
る
。

注
記
は
お
そ
ら
く
原
書
翰

に
既

に
存
在
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、

こ
の

『鳩
巣
伝
話
』

に
は
本
箇
所
行
間
に
朱
書

で

「此
謎
語

解
候
者
在
之
候
。

い
ろ
は
仮
名

の
く
た
り
に
て
、
ま
を
と
こ
の
四
字
の

上
は
や
る

へ
ふ
の
四
字

に
て
候
。

こ
の
頭
字
を
き
り
候

へ
は
、
や
る
へ

ふ
な
き
と
申
事
に
な
り
候
。
然
は
周
防
守
よ
り
外
は
や
る
へ
ふ
な
き
と

申
儀
に
て
可
有
之
候
哉
と
、
中
村
典
膳
物
語
之
由
」
と
、
見
事
に
謎
と

き
さ
れ
て
い
る
旨
中
村
典
膳
の
話
と
し
て
記
入
さ
れ
て
お
り
、
他
章
に

は
新
井
白
石
の
談
話
を
注
記
し
た
所
も
あ
り
、

こ
の
写
本
が
例
の
鳩
巣

の
加
賀
門
人
た
ち
の
交
友
圏
内
で
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
最
初
に

『可
観
小
説
』
を
筆
写
し
た
四
人
の
中
か
ら
流
布
の

欠
損
本
が
出
て
き
て
い
た
と
す
れ
ば
、
か
か
る
重
要
な
注
記
や
本
文
欠

落
な
き
本

に
よ

っ
て
補
正
す
る
方
が
自
然
だ

が
、
そ
う
で
な
い
か
ぎ

り
、
現
流
布
の

「鳩
巣
小
説
」
の
原
型
は
、
『可
観
小
説
』
の
参
照
で
き

る
範
囲
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
四
人
と
は
ほ
ん
の
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で

作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
筆
者
が
前
稿
に
お

い
て
、
原

「鳩
巣
小
説
」

が
礼
幹
の
兄
青
地
斉
賢
側
の
何
者
か
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
感
触
が
あ

っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
と
も
か

く
、
原

「鳩
巣
小
説
」
が
出
揃

っ
た
時
に
発
生

し
て
い
た
こ
の
本
文
欠

損
は
、
そ
の
後
の
写
本
に
踏
襲
さ
れ
な
が
ら
も
意
味
不
通
の
た
め
疑
問

視
さ
れ
、
三
巻
本
系
統
で
は
謎
語
も
含
め
て
難
解
な
章
と
し
て
全
文
削

除
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
こ
の
場
合
三
巻
本
系
が
他
系

統
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
は

い
さ
さ
か
困
難

で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
も
前
稿
で
、
三
巻
本
系
が
逸
話
系
六
巻
本
系
よ
り
後
出

で
あ
る
と
仮
定
し
た
理
由
の

一
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
推
測
は
、
第
64

話
が
本
文
の
円
満
な

『可
観
小
説
』
所
収
部
分

で
あ
り
、
そ
れ
を
零
地

点
と
し
て
諸
本
の
遠
近
の
計
測
が
可
能
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
文
欠
落
の
例
の
第
二
は
、
第
32
話
豊
臣
秀
吉
と
柴
田
勝
家
の
余
吾

庄
合
戦
の
く
だ
り
で
、
三
巻
本
系
で
は
話
の
三
分
の

一
程
度

の
所

で

「余
除
之
」
と
注
記
し
、
以
下
の
本
文
を
欠
く

(続
史
籍
集
覧
本
で
は

こ
の
部
分
を
他
本
に
よ

っ
て
補
填
せ
る
が
ご
と
し
)
。
こ
の
箇
所
、
六
巻

系
で
は
概
し
て
、
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次
の
廿

一
日
賎
ケ
嶽
を
可
致
と
て

閾
文

然
る
所

に
木
本
の
城

に
は
羽
柴
美
濃
守
殿
よ
り
飛
脚
を
以
此
表

の
様
子
を
大
垣
え
御
注

進

(内
閣
文
庫
蔵

『鳩
巣
小
説
』
寛
政
十
三
年
写
本
に
よ
る
)

と
な

っ
て
お
り
、
中
欠

の
後

「然
る
所
」
か
ら
後
文
を
続
け
る
形
を

と

っ
て
い
る
。
も
し
く
は
欠
文
箇
所
を
空
け
ず
に
、
続
け
て

「可
致
と

て
然
る
所

に
…
」
と
不
自
然
な
繋
ぎ
方
を
し
た
も
の
も
多
い
。
逸
話
系

の
末
端
の
分
派
と
目
さ
れ
る

『鳩
巣
雑
記
』
の

一
本
に
は
こ
の
欠
落
部

分
に

[
口

]

と
表
現
し
て
、
こ
れ
が
書
写
過
程
に
お
い
て
数
文
字
分

の
虫
損
か
破
損
か
に
よ
る
判
読
不
能
と
認
定
さ
れ
た
ら
し
い
徴
象
が
あ

る
が
、
同
じ
く
逸
話
系
の

一
本
に
は

次
の
廿

一
日
賎
ケ
嶽
を
可
攻
と
て
手
配
り
あ
る
然
所
に
木
下
の
城

に
は
羽
柴
美
濃
守
殿
よ
り
飛
脚
を
以
此
表

の
様
子
を
濃
州
大
垣
え

御
注
進

(架
蔵

『鳩
巣
逸
話
』
六
冊
本
に
よ
る
)

と
、
繋
が

り
の
良

い
本
文
を
備
え
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
話
の
場
合

『可
観
小
説
』
に
よ

っ
て
原
初
形
態
を
み
る
こ
と
が
出
来
ぬ
前
半
部
分

に
あ
る
の
で
、

「鳩
巣
小
説
」

諸
本
間
で
比
較
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
右

の
傍
線
部
が
果
し

て
文
意
を
通
す
た
め
の
後
補
と
み
る
こ
と

は
、
か
な
り
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
逸
話
系
の

一
部
に
元
の
状
態
を
残
す

本
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
欠
損
は
逸
話
系
本
文
が
書
写
さ
れ
て
い
く

過
程
に
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
し
か
も
逸
話
系

で
も
欠
落
本

の
方

が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
そ
の
系
統

の
か
な
り
初
期

の
段
階

で
発
生

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
三
巻
本
に
至

っ
て
欠
文
以
下

を
全
部
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
う
。
筆
者
が
六
巻
本
系
よ
り
も
逸
話
系
を
先

行
さ
せ
る
ゆ
え
ん
も
、

一
つ
に
は
こ
う
し
た
状

況
か
ら
の
判
断
で
あ

っ

た
。

二

候
文
特
有
の
文
体
変
化

素
材
が
す
べ
て
候
文
体

の
書
簡

で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
書
写
過

程
で
の
微
細
な
誤
差
が
各
所
に
生
じ
る
。
「
二
候
」
↓

「
二
而
」
、
「候
而
」

↓

「
二
候
」
あ
る
い
は

「
二
而
」
、
「候
者
」
↓

「候

へ
は
」、
「無
之
」

↓

「無
キ
」、
「可
被
下
」
に
お
け
る

「可
」
の
脱
落
、
「候
也
」
↓

「候

や
」
↓

「候
哉
」
と
い

っ
た
、
文
の
接
続
や
意
味
の
転
換
は
簡
単

に
発

生
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
意
の
通
じ

に
く
く
な
る
箇
所
も
出

て
く
る
。
こ
う
し
た
誤
差
の
場
合
、
本
文
の
意

を
汲
み
な
が
ら
写
す
態

度
の
濃
厚
な
ほ
ど
、
意
味
矛
盾
な
ど
の
合
理
化
、
修
正
が
筆
写
者
側
で

お
こ
な
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
本
文
が
派
生
す

る
こ
と
も
多
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
か
か
る
差
異
の
場
合
、

手
元
に
お
い
て
二
本
三
本
を
対
校
す
る
際
に
い
つ
れ
の
本
文
が

「正
」

か
、
い
つ
れ
が
先
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
で
殆
ど
判
別
で

き
な
い
こ
と
が
多
く
、
ゆ
え
に

「誤
差
」
「
誤
読
」
「誤
写
」
と
い
う
表

現
を
、
意
味
の
通
不
通
を
も

っ
て
個
々
の
本
文

に
不
用
意
に
使
用
す
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ホ

補
足
や
脚
色
の
意
図
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意
の
通
じ
や
す
さ
に
配
慮
し
た
結
果
、
そ
れ
を
補
う
意
図

で
助
詞
、

助
動
詞
は
も
と
よ
り
副
詞
、
接
続
詞
、
さ
ら
に
は
名
詞

(
+
助
詞
)
ま

で
が
改
変
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
補
填
短
縮

い
つ
れ
も
存
す
る
。
第
13

話
は
越
前
松
平
忠
直
に
対
し
て
諌
言
し
た
杉
田
壱
岐

の
話

で
あ
る
が
、

『駿
台
雑
話
』
に
も
直
諌
は

コ

番
鎗
よ
り
も
難
き
事
」
と
し
て
述

べ

ら
れ
る
こ
の
話
柄
は
、
「鳩
巣
小
説
」
で
は
む
し
ろ
諌
言

に
よ

っ
て
和
ら

い
だ
忠
直
の
性
格
に
焦
点
が
す
え
ら
れ
る
。
逸
話
系
、
六
巻
本
系
、
三

巻
本
系
で
は
次
の
よ
う
な
相
違
が
あ

っ
た
。

〈
例

一
〉

・
越
前
の

一
伯
忠
直
卿
は
か
く
れ
も
無
之
暴
勇
烈
の
君
也

(カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
バ
ー
ク
レ
ー
校
蔵

『駿
台
逸
話
』
二
巻

二
冊
本
、
以
下
逸
と
略
称
)

・
越
前
の

一
伯
忠
直
卿
は
隠
れ
も
無
き
暴
君
な
り

(内
閣
文
庫
蔵

『鳩
巣
小
説
』
六
巻

一
冊
本
、
以
下
六
と
略
称
)

・
越
前
の

一
伯
忠
直
卿
は
か
く
れ
も
な
き
暴
君
也

(静
嘉
堂
文
庫
蔵

『鳩
巣
小
説
』
三
巻
三
冊
本
、
以
下
三
と
略
称
)

〈
例
二
〉

・
玄
関
え
罷
出
候
家
老
の
内
杉
田
壱
岐
と
申
者
そ
れ

へ
罷
出
申
候
は

只
今

の
御
意
御
家
滅
亡
の
左
右
と
奉
存
候
由
申
候

へ
は

(逸
)

・
玄
関

へ
罷
出
候
家
老

の
内
杉
田
壱
岐
と
申
者
そ
れ
は
御
家
滅
亡
の

左
右
と
奉
存
候
只
今
の
御
意
と
申
上
候

へ
は

(六
)

・
玄
関
に
罷
出
居
候
御
家
老
の
中
杉
田
壱
岐
と
申
者
御
前

へ
す

ゝ
み

出
申
候
は
只
今
の
御
意
御
家
御
滅
亡
の
左
右
と
奉
存
候
よ
し
申

上
候

へ
は

(三
)

〈
例
三
〉

・
伊
藤
玄
蕃
と
申
者
去
れ
と
申
候
得
共
壱
岐
立
上
り
候
て
推
参
な
り

玄
蕃
其
方
な
ど
の
役
義
と
此
方
致
す
事
は
違
候
と
申
候

(逸
)

・
伊
藤
玄
蕃
と
申
者
立
れ
と
申
候

へ
共
壱
岐
立
上
り
て
推
参
な
り
玄

蕃
其
方
杯
の
役
義
と
此
方
の
致
す
事
は
違
ひ
候
と
申
候

(六
)

・
伊
藤
玄
蕃
と
申
も
の
立
れ
よ
と
申
候

へ
は
壱
岐
立
上
り
推
参
な
り

玄
蕃
そ
の
方
な
と
の
役
義
は
此
方
の
役
柄
と
相
違
な
り
と
申
候

(三
)

〈
例
四
〉

・
壱
岐
申
候
は
各
様
と
私
義
は
違
申
候

(逸
)

・
壱
岐
申
候
は
各
様
と
私
儀
は
違
申
候

(六
)

・
壱
岐
申
候
は
各
と
私
義
格
別
に
て
候

(三
)

〈
例
五
〉

・
ケ
様
の
猛
勇
の
人
も
側
隠
の
心
の
掩
ふ

へ
か
ら
さ
る
事

(逸
)

・
か
様
の
暴
悪
の
人
も
側
隠
の
心
掩
ふ

へ
か
ら
さ
る
事

(六
)

・
か
様
の
暴
悪
の
人
に
も
側
隠
の
心
掩
ふ

へ
か
ら
さ
る
事

(三
)

〈
例
六
〉

・
壱
岐
を
御
に
く
し
み
無
之
候
か

東
照
宮

の
御
子
孫
様
ほ
と
有
之

と
申
候

(逸
)

・
壱
岐
を
御
に
く
し
み
無
之
は
さ
す
が

東

照
宮
の
御
子
孫
ほ
と
有

之
候

(六
)

・
壱
岐
を
御
に
く
み
無
之
候
流
石

東
照
宮

の
御
子
孫
様
ほ
と
有
之
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と
申
候

(三
)

〈
例

一
〉
〈
例
五
〉
は
、
忠
直
の
人
物
評
価
に
か
か
わ
る
も
の
で
、

「暴
勇
烈

の
君
」
(「勇
烈
」
と
し
た
本
も
あ
り
)
か
ら

「
暴
君
」

へ
、

「猛
勇
」
か
ら

「暴
悪
」

へ
の
移
行
が
誤
読
誤
写
に
よ
る
も
の
と
は
思

わ
れ
ず
、

こ
こ
に
は
、
忠
直
卿
に
対
す
る
評
価
が
い
さ
さ
か
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
に
な
り

つ
つ
あ
る
事
情
が
作
用
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
表
現
に
お
い
て
三
巻
本
か
ら
逸
話
系

へ
と
い
う
よ
う

な
反
対
の
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
考
え
に
く
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
概
し
て
敬
称
美
称
に
属
す
る

「御
」
「様
」
「
殿
」
な
ど
の
対

遇
表
現
も
、
本
文
生
成
の
時
期
が
下
る
ほ
ど
落
ち
や
す
い
。

〈
例
二
〉
は
文
脈
の
整
理
。
六
巻
本
は
、
逸
話
系

の

「
そ
れ

へ
罷
出

申
候
は
」
が
誤
写
か
何
か
で

「
そ
れ
は
」
と
約
ま
り
、
直
後
の

「
只
今

の
御
意
」
が
浮
い
て
し
ま

っ
た
が
た
め
に
位
置
を
後
に
ず
ら
し
た
結
果

で
あ
ろ
う
が
、
か
え

っ
て
不
分
明
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
実

例
の
ご
と
き
変
化
は
六
巻
本
す
べ
て
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ

ぼ
逸
話
系

の
ま
ま
の
本
も
多
い
。
そ
の
逸
話
系
と
六
巻
本
系
の
多
く
が

も

つ
「
そ
れ
へ
罷
出
申
候
は
」
と
い
う
表
現
が
、
「玄
関
え
罷
出
候
」
の

繰
返
し
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
三
巻
本
系
で
は

「御
前

へ
す

ゝ
み
出
申

候
は
」
と
改
め
、
平
伏
す
る
壱
岐
の
姿
を
よ
り
す

っ
き
り
と
描
出
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
元
の
表
現
に
お
け
る

「玄
関

へ
出
て
い
た

家
老

の
内
杉
田
と
い
う
も
の
が
玄
関

へ
出
て
申
上
げ
た
こ
と
に
は
」
と

で
も
直
訳
す
る
し
か
な
い
く
ど
さ
、
た
ど
た
ど
し
さ
は
、
し
か
し
脳
中

に
想
起
し
た
こ
と
を
そ
の
順
番
の
ま
ま
綴

っ
て
ゆ
く
書
翰
な
ど
の
場
合

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は

「鳩
巣
小
説
」
全
体
を
支
配
す
る

語
勢
と
も
い
え
る
。
む
し
ろ
近
世
の
人
々
に
と

っ
て
は
こ
の
口
調
が
、

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
風
の
迫
真
性
を
伴
う
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

実
録
小
説
の
中
で
よ
く
架
空
の
候
文
体
の
書
翰

や
文
書
が
ま
こ
と
し
や

か
に
差
し
挿
ま
れ
る
の
も
、
こ
う
い
う
効
果
を
逆
手
に
採

っ
た
手
法
で

あ
り
、
「鳩
巣
小
説
」
で
は
そ
れ
が
室
鳩
巣
先
生

の
実
在
の
書
翰
で
あ
る

と
い
う
伝
説
が
付
随
し
て
い
る
た
め
に
、
よ
り
信
愚
性
の
高
い
史
実
な

い
し
秘
話
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
さ
す
が
に
そ

の
文
脈
の
辿
り
に
く
さ
は
長
い
筆
写
の
繰
返
し
の
中

で
矯
め
な
お
さ
れ

る
欲
求
も
時
に
生
じ
た
と
み
え
、
三
巻
本

の
ご

と
き
改
作
も
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
語
り
口
の
僅
か
に
巧
み
に
な

っ
た

分
、
か
え

っ
て
書
翰
の
持

つ
リ
ア
ル
さ
が
後
退
し
た

こ
と
は
否
め
な

い
。
筆
者
が
三
巻
本
の
他
系
統
よ
り
も
後
出

で
あ
る
と
し
た
ゆ
え
ん

も
、
こ
の
逆
の
改
変
経
路
を
辿
る
こ
と
は
可
能
性
と
し
て
甚
だ
低
い
と

見
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
例
三
〉
の
前
半
は
単
に

「去
れ
」
か
ら
誤
写
に
よ
る

「立
れ
」
と

な

っ
て
、
正
し
い
命
令
型

「立
れ
よ
」
と
整
え
た
例
だ
が
、
後
半
の
改

変
は
逸
話
系
や
六
巻
本
系

の

「
此
方
致
す
事
」
の
何
か
を
明
示
し
て

「此
方
の
役
柄
」
と
す
る
ご
と
き
、
〈
例
四
〉

と
同
じ
く
、
よ
り
こ
な

れ
た
表
現
に
改
ま

っ
て
い
る
例

で
あ
り
、
〈
例
六
〉
な
ど
は
強
調
の
結

果
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
諸
例
は
、

二
で
挙
げ
た
単
な
る
字
句

の
相
違
や
、
前
稿
で
も

例
示
し
た
事
実
関
係
や
固
有
名
詞

の
変
化
と
は
別
次
元
の
、
強
調
、
合
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理
化
、
整
理

そ
の
他
の
効
果
的
表
現

へ
の
指
向
の
な
せ
る
意
識
的
改
変

で
あ
る
。
前
稿
で
は
固
有
名
詞
の
変
化
の
過
程
に
各
系
統
の
変
遷
が
辿

れ
る
点
の
み
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
書
写
段
階
で
の
改
善
、
補

訂
、
も
し
く
は
改
悪
が
入
乱
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
る
本
文

系
統

の
確
定

は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
近
藤
校
訂
本
の
ご
と
き
注
意
深

い
も
の
か
ら
、
内
容

へ
の
吟
味
反
省

の
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
漫
然
た
る

写
本
ま
で
、
書
写
意
識
も
相
当

に
幅
を
も

っ
た

「鳩
巣
小
説
」
で
あ
れ

ば
、
史
実

や
名
詞
の
吟
味
で
本
文

の
性
格
を
き
め
る
こ
と
は
相
当
危
う

い
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

ハ
の
項

で
み
た
文

の
欠
損
や
、
上

述
の
ご
と
き
表
現
自
体
の
差
異
に
そ
れ
を
も
と
め
る
方
が
比
較
的
有
効

か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
変
化
の
様
相

に
不
可
逆
性
を
み

て
と
る
こ
と
が
表
記
等
の
面
よ
り
も
容
易
だ
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
種

の

改
変
は
書
写
時
に
地
名
や
人
名
を
い
じ
る
頻
度
よ
り
は
少
な
い
と
も
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
表
現
の
不
可
逆
的
変
化
を
は
か
る
べ
き
普
遍
的
尺
度
を
も
と

め
て
も
、
空
し
い
結
果
に
お
わ
る
に
違
い
な
い
。
ど
の
よ
う
な
変
化
で

も
、
そ
の
可
逆
性
は
全
く
零
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も

っ

と
も
、
〈
例
二
〉

で
み
た
よ
う
な
、
明
快
な
描
写
と
な

っ
て
い
る
三
巻

本

の
後
に
、
妙
に
た
ど
た
ど
し
い
逸
話
系
の
描
写
が
生
じ
る
は
ず
が
な

い
こ
と
を
、
こ
こ
で
我
々
は
素
材
が
書
翰
で
あ
る
こ
と
を
知
る
ゆ
え
に

感
覚
的
に
認
識
し
う
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
り
、
畢
寛
個
別
に
処
理

す
る
よ
り
他
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
晦
渋
か
ら
明

快
、
難
解
か
ら
平
易
、
平
板
か
ら
強
調

へ
と
い
っ
た
変
化
は

一
見
定
式

化
で
き
そ
う
に
も
思
え
る
が
、
誤
写
誤
読
か
ら
文
意
不
明
に
陥
り
、
そ

こ
か
ら
数
文
字
改
め
て
別
の
本
文
が
湧
出
す
る
と
い
う
め
く
る
め
く
繰

返
し
の
中
の
あ
る

一
点
に
す
ぎ
な
い

一
本
文
は
、
明
快
か
ら
晦
渋

へ
の

道
程
に
あ
る
こ
と
す
ら
多
い
の
で
あ
る
。

三
、
本
文
系
統
と
は
な
に
か

い
ま
ま
で
筆
者
は
○
○
系
本
文
な
る
表
現
を
、
い
さ
さ
か
無
批
判
に

使
用
し
て
き
た
。
あ
る
本
文
が
あ
る
系
統
に
属
す
る
本
文

で
あ
る
こ
と

を
、
あ
た
か
も
自
明
の
ご
と
く
に
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
厳
密
さ

を
欠
く
。
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
こ
こ
で

「
鳩
巣
小
説
」
に
お
け
る
本

文
系
統
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
簡
単

に
付
言
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者

の
い
う
逸
話
系
は
、
後
半
が

『可
観
小
説
』
の
本
文
に
比
較
的

近
似
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
二
系
統
よ
り
も
初
期
に
属
す
る
と
判
断

し
た
。
ま
た
、
六
巻
本
系
は
三
巻
本
よ
り
も
逸
話
系
本
文
を
残
す
こ
と

に
よ
り
、
三
巻
本
よ
り
も
早
期
の
系
統
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

単
に
順
次
に
発
生
し
た
三
種
の
本
文
と
そ
の
各

々
の
派
生
本
文
の
集
合

を
い
う
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
六
巻
本
系
は
逸
話
系
の
、
三
巻
本
系

は
六
巻
本
系
の
存
在
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
い
部
分
が
多
い

ゆ
え
に
、
系
統
間

で
は
さ
せ
る
生
成
順
を
想
定
し

て
い
る
の
だ
が
、

個
々
の
系
統
の
内
部
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
本
文
生
成
の
時
間
性
を
象

徴
す
る
尺
度
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
系
統
内

で
の
差
異
、
す
な
わ
ち
、
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六
巻
本
系
だ
が
多
分
に
三
巻
本
系
の
要
素
を
も

っ
て
い
る
だ
の
、
か
な

り
多
く
逸
話
系
の
性
格
を
残
し
た
六
巻
本
系
本
文
で
あ
る
だ
の
と
い

っ

た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
中
間
的
性
格
が
本
文
成
立

の
時
期
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
各
種
本
文
混
清
の
末
に
生
じ
た
本
文
の
ず
れ
の
程
度

を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
い
う
本
文
系
統
と
は
、
仮
想
的

に
設
定
さ
れ
た
類
型

で
あ

る
。
そ
の
系
統
の
別
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
本
文
各
部
分

の
差
異
に

よ

っ
て
判
別
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
あ
る
系
統

の
本
文
特
性
を
す

べ
て
満

遍
な
く
充
た
し
て
い
る

一
本
が
現
実
に
存
在
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
お
そ
ら

く
な
い
。
あ

っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
偶
然

の
産
物

に
す
ぎ

ず
、
結
果
的
に
そ
の
系
統
の
典
型
と
は
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
系
統
内

で
の
初
発
本
文

で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
も

っ
と
も
後

期
に
発
生

し
た
三
巻
本
は
、
そ
の
初
発
の
際
に
い
か
な
る
本
文
を
底
本

と
し
て
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
か
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
筆

者
の
仮
説

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
既
に
逸
話
系
や
六
巻
本
系

(
こ
の
系

統
に
は
特

に
様
々
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
じ
て
い
る
が
)
が
出
揃

っ
て

お
り
、
当
然
な
が
ら
意
識
的
無
意
識
的
に
限
ら
ず
そ
れ
ら
の
混
清
も
始

ま

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
「鳩
巣
小
説
」
に
異
文
あ
り
と
近
世

期
か
ら
気
付
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
文
傍
記
に

「
イ
」
本
と
し
て
書

込
ま
れ
て
い
る
も
の
、
書
写
識
語
に
別
本
に
て
校
訂
せ
り
と
記
す
も
の

が
多
く
あ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
記
載
が
な
く
と

も
、
書
写
時
に
複
数
本
文
を
掛
酌
し
た
可
能
性
も
な
し
と
は
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
仮
に
混
清
型
本
文
を
基
に
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
た
と
え
ば
あ
る
部
分
は
直
前
の
六
巻
本
系
、
あ
る
部
分
は
逸
話
系

の
古
態
を
残
し
な
が
ら
、
三
巻
本
と
し
て
の
新
改
変
部
分
も
混
在
す
る

と
い

っ
た
本
文
と
な
る
の
は
必
定
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
〈
例

一
〉

～
〈
例
六
〉
で
も
、
逸
話
系
か
ら
六
巻
本
系
を
経
由
せ
ず
し
て
三
巻
本

系
に
流
入
す
る
ご
と
き
部
分
も
み
ら
れ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
六
巻

本
系
を
最
後
出
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
は
、
六
巻
本
独
自

の
本
文
部
分

か
ら
不
可
逆
的
に
三
巻
本
系
改
訂
本
文
が
生
じ

て
い
る
箇
所

の
多

い
か

ら
で
あ
り
、
こ
の
判
断
は
そ
う
し
た
部
分
の
多
寡

の
比
率
に
か
か

っ
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
筆
者
は
三
巻
本
系
の
初
発

の
改
訂
は
誰
か

一
人
の

手
に
よ
り
、
か
な
り
意
識
的
に
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
定
し

て
い
る
。
こ
れ
は
改
変
の
内
容
や
そ
れ
か
ら
類
推
さ
れ
る
意
図
か
ら
の

単
な
る
想
像
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
際

の
改
訂
箇
所
と
、
我
々
が

三
巻
本
系
本
文
の
特
性
と
み
な
し
て
い
る
箇
所

が
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

一

致
す
る
と
は
限
ら
ぬ
こ
と
も
考
慮
し

て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
あ
る
系
統

の
本
文
特
性

と
は
、
そ
の
独
自
の
部

分
を
共
有
す
る
度
合

い
の
高

い
本
文

の

一
群
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
、
は
じ
あ
て
集
合
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
巻
本
の
場

合
、
初
度

の
改
訂
後

に
別
の

(あ
る
い
は
複
数

の
)
改
変
が
加
わ
り
、

こ
れ
が
ま
た
現
在
三
巻
本

の
特
性
と
し
て
初
度
と
混
同
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
部
分

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

「鳩
巣
小
説
」

の
本
文
特
性
と
は
、
単
数
あ
る
い
は
複
数
の
改
変
が
加
わ

っ
た
後
、
さ

ら
に
他
本
と
の
融
合
、
書
写
者
の
恣
意
に
よ
る
そ
の

一
本
独
自
の
改
変
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そ
の
他
を
経

た
末
、
そ
の
箇
所
の
総
合
が
他
本
を
大
ま
か
に
排
除
で
き

る
ほ
ど
の
比
率
を
も

っ
て
残
存
し
て
い
る
場
合
に
浮
び
上
が

っ
て
く
る

結
果
的
仮
想
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
厳
密
に
は
明
確
な
範
疇
を
設

定

で
き
な

い
運
命
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
稿
で
は
分
光
器

に
か
け
ら
れ
た
光

の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
喩
え
た
が
、
す
べ
て
が
連
続
し
た

分
子
中
に
も
赤
、
黄
、
緑
と
人
間
の
眼
で
判
断
し
う
る
部
分
を
そ
れ
と

称
し
て
み
る

こ
と
、
「鳩
巣
小
説
」
で
い
え
ば
仮
想
な
が
ら
も
○
○
本
系

と
称
し
た
領
域
を
予
断
と
し
て
設
定
し
て
み
せ
る
こ
と
は
、
本
文
の
性

格
を
推
測
す
る
為
の
方
便
と
し
て
有
効
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も

っ

と
も
、
諸
本

の
調
査
が
進
む
ご
と
に
、
ま
た
新
た
な
本
が
発
見
さ
れ
る

ご
と
に
、

こ
の
領
域
自
体
が
少
し
つ

つ
ゆ
れ
動
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ

と
勿
論
で
あ

り
、
ま
た
そ
う
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

す

べ
て
が
連
続
の
関
係
で
あ
れ
ば
集
合
を
形
成
し
、
線
引
き
す
る
な

ど
不
可
能

で
あ
る
こ
と
は
今
更

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

我
々
が
日
頃

「
つ
ま
ら
な
い
写
本
」
と
称
し
て
多
く
の
諸
本
を
切
り
捨

て
る
、
す
な
わ
ち
殆
ん
ど
感
覚
的
な
差
別
化
を
敢
行
し
て
い
る
の
は
ど

う
い
う
訳

か
。
少
く
と
も

「鳩
巣
小
説
」
の
ご
と
き
を
み
る
限
り
、
諸

本
す
べ
て
を
並
列
さ
せ
、
相
対
的
価
値
の
渦
中
に
投
げ
込
み
、
各
本
の

も

つ
意
味
を
無
限
に
拡
散
さ
せ
て
し
ま

っ
て
も
、
成
立
か
ら
代
を
遠
く

隔
て
た
源
氏
物
語
受
容
な
ら
ま
だ
し
も
、

こ
う
し
た
作
品
の
場
合
さ
し

て
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
昨
今
の

異
本
研
究
な
い
し
版
本
研
究
と
は
逆
の
方
向
性
を
も

つ
考
え
方
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
い
さ
さ
か

ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
ら
の
言
い
方
め

く
が
、
あ
る
程
度

の
先
行
把
握
は
限
り
無
き
解
釈
学
的
循
環
か
ら

「理

解
」

へ
の
方
途
た
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
が

「鳩
巣
小
説
」
の

大
量
の
諸
本
を
処
理
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
古
色
蒼
然
た
る
本
文
系
統

と
い
う
称
を
持
出
し
た
ゆ
え
ん
は
、
お
よ
そ
以
上

の
よ
う
な
観
点
か
ら

で
あ
る
。
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