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更
新

の
講
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容
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時
代
小
説
の
作
家
は
何
に
留
意
し
て
作
品
を
構
築
し
て
い
る
の
か

萩
原

義
雄

時
代
小
説
の
特
徴

時
代
小
説
と
は
、
過
去
の
時
代
や
人
物
、
出
来
事
な
ど
を
題
材
に
し
て
書
か
れ
た
日
本
の
小
説
を
い
う
。
現
代
で
は
、
明
治
時

代
以
前
の
時
代
（
主
に
江
戸
時
代
）を
対
象
と
し
た
作
品
が
多
く
そ
の
時
代
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
き
て
い
る
。

関
連
書
に
は
、

大
村
彦
次
郎

『
時
代
小
説
盛
衰
史
』
筑
摩
書
房

IS
B
N

4
4
80

8
2
3
5
7
3

関
川
夏
央

『
お
じ
さ
ん
は
な
ぜ
時
代
小
説
が
好
き
か
』
岩
波
書
店

IS
B
N

4
0
0
0
2
7
1
0
4
0
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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潮
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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太
郎
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伝
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の
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造
／
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術
と
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生
活
／
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実
冥
合
の
瞬
間
／
化
政
期
の
成
果
と
そ
の

喪
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／
奇
想
を
生
ん
だ
脳
髄
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化
す
る
／
日
本
型
近
代
の
あ
り
か
た
／
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
／
小
説
の
継

承
と
発
展
／
無
知
に
個
性
は
な
い

第
六
章

「
侠
客
」そ
の
孤
影
と
集
団
の
両
像
―
―
長
谷
川
伸
，
村
上
元
三
な
ど

「
現
場
あ
が
り
」
の
作
家
／
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
／
景
気
と
文
学
／
股
旅
と
「
渡
り
鳥
」
／
義
理
，
人
情
，
恩
／
聞
く
も
の
の
な

い
「
見
得
」
／
作
品
の
受
容
，
変
形
，
相
互
作
用
／
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
／
義
侠
心
の
再
評
価
／
次
郎
長
伝
説
の
な
り
た
ち
／

偉
大
な
空
白
と
し
て
の
次
郎
長
／
な
に
を
失
っ
た
の
か
／
受
け
つ
が
れ
て
成
長
す
る
物
語

第
七
章

「
お
じ
さ
ん
」
は
な
ぜ
時
代
小
説
が
好
き
か
―
―
森
鴎
外
ほ
か



中
世
人
の
心
情
と
モ
ラ
ル
／
歴
史
小
説
の
出
発
点
／
日
本
型
近
代
か
ら
西
欧
型
近
代
へ
／
「
反
動
」
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
／
歴

史
的
生
物
と
し
て
の
日
本
人
／
「
進
歩
」
へ
の
疑
い
／
成
長
疲
れ
／
新
し
い
時
代
小
説
家
た
ち
／
「
お
じ
さ
ん
」と
い
う
大
陸

参
考
資
料

あ
と
が
き

レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
た
と
き
も
相
手
は
わ
り
あ
い
年
若
い
編
集
者
た
ち
で
し
た
し
，
若
い
人
向
け
の
本
に
し
た
い
と
い
う
願
い
は
た

し
か
に
当
初
か
ら
あ
り
ま
し
た
．
し
か
し
，
自
分
に
似
た
人
，
昔
若
か
っ
た
人
，
つ
ま
り
お
じ
さ
ん
に
向
け
て
と
い
う
気
持
も
ま
た

頭
の
隅
に
は
あ
っ
た
の
で
す
．
時
代
小
説
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
，
ま
た
同
時
に
，
時
代
小
説
を
お
も
し
ろ
い
と
思
う
自
分
と
は
い

っ
た
い
何
者
な
の
だ
ろ
う
と
つ
い
考
え
て
し
ま
う
人
で
あ
れ
ば
，
若
く
て
も
多
少
古
び
て
い
て
も
，
み
な
読
者
だ
と
私
は
思
っ
て
い
た

の
で
し
た
．

関
川
夏
央
（せ
き
か
わ

な
つ
お
）

作
家
．
一
九
四
九
年
，
新
潟
県
生
ま
れ
．
上
智
大
学
外
国
語
学
部
中
退
．
『
海
峡
を
越
え
た
ホ
ー
ム
ラ
ン
』
（
双
葉
社
，19

8
4

年
）
で
第
７
回
講
談
社

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
，
『
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
時
代
』
（
双
葉
社
，19

8
7

－9
7

年
）
で
第
２
回
手
塚
治
虫
文
化
賞
を
受
賞
．
二
〇
〇
一
年
に
は
，
そ
の
「
人

間
と
時
代
を
捉
え
た
幅
広
い
創
作
活
動
」
に
よ
り
第
４
回
司
馬
遼
太
郎
賞
を
受
賞
し
た
．
『
昭
和
が
明
る
か
っ
た
頃
』
（
文
藝
春
秋
，20

0
2

年
）
で
第1

9

回
講
談
社
エ
ッ
セ
イ
賞
を
受
賞
．
主
な
著
作
に
，
『
砂
の
よ
う
に
眠
る
』（
新
潮
文
庫
，19

9
7

年
）
，
『
戦
中
派
天
才
老
人
・
山
田
風
太
郎
』
（
ち
く
ま
文

庫
，19

9
8

年
）
，
『
本
よ
み
の
虫
干
し
』
（
岩
波
新
書
，20

0
1

年
）
，
『
昭
和
時
代
回
想
』
（
集
英
社
文
庫
，20

0
2

年
）
，
『
司
馬
遼
太
郎
の
「
か
た
ち
」
』
（
文

春
文
庫
，20

0
3

年
）
，
『
二
葉
亭
四
迷
の
明
治
四
十
一
年
』
（
文
春
文
庫
，20

0
3

年
）
，
『
現
代
短
歌
そ
の
こ
こ
ろ
み
』
（NH

K

出
版
，20
0
4

年
）
，
『
新
装

版
ソ
ウ
ル
の
練
習
問
題
』（
集
英
社
文
庫
，200

5

年
）
な
ど
．

本
文
か
ら
の
抄
出

◆
時
代
小
説
の
え
が
く
時
代

時
代
小
説
が
ど
の
時
代
を
え
が
く
か
と
い
う
と
、
一
般
論
と
し
て
で
す
け
れ
ど
も
安
定
し
て
い
た
と
認
識
さ
れ
た
時
代
を
え
が

き
ま
す
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
で
す
ね
。
そ
し
て
、
二
百
七
十
年
も
あ
る
江
戸
時
代
で
も
、
さ
ら
に
安
定
し
た
文
化
的
成
熟
期
を
舞

台
に
採
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
文
化
・
文
政
と
天
保
年
間
で
す
。
文
化
元
年
は
一
八
○
四
年
、
文
化
、
文
政
、
天
保
、
弘
化
、
嘉

永
、
安
政
と
時
は
移
り
ま
す
が
、
弘
化
以
降
、
一
八
五
○
年
代
か
ら
先
は
あ
ま
り
選
ば
れ
な
い
。
世
の
中
が
か
わ
り
は
じ
め
る
か

ら
で
す
。
嘉
永
年
間
か
ら
外
国
船
が
盛
ん
に
来
る
よ
う
に
な
る
。
世
界
が
日
本
を
も
う
放
っ
て
お
い
て
は
く
れ
な
く
な
り
、
革
命

機
運
が
少
し
づ
つ
み
な
ぎ
っ
て
く
る
。
そ
の
時
代
か
ら
は
い
ち
お
う
幕
末
小
説
と
い
う
別
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
時
代
小
説
は
安
定

し
た
社
会
の
安
定
し
た
暮
ら
し
を
え
が
く
の
が
目
的
だ
か
ら
、
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
（７
頁
）

◆
化
政
期
と
い
う
現
代
の
原
型
と
『
蝉
し
ぐ
れ
』

『
蝉
し
ぐ
れ
』
が
時
代
小
説
で
な
か
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
く
て
読
め
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
時
代
小
説
な
ら

す
ら
す
ら
と
読
め
る
。
ば
か
り
か
、
さ
わ
や
か
に
読
め
る
。
そ
れ
は
「
内
面
」
と
い
う
も
の
が
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
作
者
自

身
が
「
内
面
」を
信
用
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
（

頁
）

120

書
評
家
の
岡
崎
武
志
さ
ん
〔20

0
6

年03

月0
9

日
〕

★
お
も
し
ろ
い
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
た
し
か
に
お
じ
さ
ん
は
時
代
小
説
が
好
き
、
で
す
。
古
本
屋
さ
ん
に
話
を
聞
く
と
、
い
ま
時
代

小
説
の
文
庫
は
売
れ
筋
で
、
市
場
で
も
け
っ
こ
う
い
い
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
確
実
に
売
れ
る
商
品
で
、
し
か
も
ほ
か

の
文
庫
は
一
〇
〇
円
に
値
下
げ
し
て
も
、
時
代
小
説
の
文
庫
は
値
下
げ
し
な
く
て
も
売
れ
る
。
半
額
ぐ
ら
い
で
ち
ゃ
ん
と
売
れ
て

い
く
と
い
う
か
ら
あ
り
が
た
い
商
品
で
す
。
新
刊
書
店
で
も
、
本
は
売
れ
な
い
の
に
、
時
代
小
説
は
売
れ
る
。
こ
の
本
の
な
か
で
も
、

司
馬
遼
太
郎
の
『
燃
え
よ
剣
』
の
文
庫
が
、
八
十
九
刷
で
帯
に
「
三
百
九
十
万
部
と
謳
っ
て
あ
る
」
と
著
者
が
驚
い
て
い
ま
す
。
買
う

の
は
や
は
り
圧
倒
的
に
中
高
老
年
の
男
性
で
す
。
だ
か
ら
、
ほ
ん
と
は
お
じ
さ
ん
と
お
じ
い
さ
ん
は
時
代
小
説
が
好
き
、
と
言
っ
た

ほ
う
が
正
し
い
。
あ
ん
ま
り
、
女
子
高
生
で
カ
バ
ン
の
中
に
ケ
ー
タ
イ
と
一
緒
に
藤
沢
周
平
を
入
れ
て
い
る
子
は
い
ま
せ
ん
ね
。



★
こ
の
本
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
視
点
で
、
司
馬
遼
太
郎
、
山
本
周
五
郎
、
吉
川
英
治
、
藤
沢
周
平
、
山
田
風
太
郎
な
ど
の
時

代
小
説
が
読
ま
れ
る
背
景
を
分
析
し
た
本
で
す
。
ふ
つ
う
、
司
馬
、
藤
沢
に
池
波
正
太
郎
を
入
れ
て
、
時
代
小
説
御
三
家
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
か
池
波
正
太
郎
は
入
っ
て
い
な
い
。
時
代
小
説
は
現
代
小
説
の
変
種
、
と
い
う
の
が
著
者
の
時
代
小
説
観
。
近

現
代
小
説
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
時
代
小
説
と
い
う
か
た
ち
を
借
り
て
書
く
。

★
司
馬
遼
太
郎
『
燃
え
よ
剣
』
と
そ
の
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
番
組
が
、
そ
の
後
の
新
撰
組
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
点
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
何
か
と
い
う
と
「
新
撰
組
が
青
春
も
の
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
ド
ラ
マ
に
関
し
て
は
、
当
時
の
安
保
世
代
の
学
生
に
受
け

た
と
い
い
ま
す
。
同
じ
く
藤
沢
周
平
の
『
蝉
し
ぐ
れ
』
、
こ
れ
も
ド
ラ
マ
、
映
画
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
来
な
ら
、
主
人
公
の
青
年
の

素
直
さ
や
、
友
情
や
は
か
な
い
恋
は
、
近
代
小
説
で
は
書
か
れ
な
い
約
束
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
時
代
小
説
に
出
て
く
る
「
義
理
」
と

「
人
情
」
も
、
い
ま
の
小
説
で
書
く
と
な
る
と
気
恥
ず
か
し
い
。
そ
れ
も
「
時
代
小
説
」
と
い
う
か
た
ち
を
読
む
と
、
す
ら
す
ら
読
め

る
。
「
セ
カ
チ
ュ
ー
」
に
代
表
さ
れ
る
、
い
ま
流
行
り
の
恋
愛
小
説
を
、
お
じ
さ
ん
は
読
め
な
い
が
、
時
代
小
説
に
出
て
く
る
恋
な
ら

わ
り
と
感
情
移
入
し
や
す
い
。
お
じ
さ
ん
が
時
代
小
説
を
読
む
理
由
の
一
つ
で
す
。

★
経
済
や
政
治
な
ど
、
社
会
科
学
的
な
視
点
で
時
代
小
説
を
読
む
の
も
こ
の
著
者
の
特
徴
。
『
蝉
し
ぐ
れ
』
は
、
鶴
岡
藩
を
モ
デ
ル

に
し
た
海
坂
藩
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
、
鶴
岡
藩
は
土
壌
と
水
に
恵
ま
れ
、
開
田
意
欲
も
高
い
、
経
済
的
に
裕
福
で
は
な
い
が
安

定
し
た
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た
海
坂
藩
を
著
者
は
「
経
済
成
長
な
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
表
現
す
る
。
時
代
小
説
が
よ
く
読
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
昭
和
３
０
年
代
、
高
度
経
済
成
長
と
進
歩
に
追
い
ま
く
れ
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
送
っ
た
人
達
に
は
、
こ
の
日
本

の
原
風
景
が
慰
安
と
な
る
。
ま
た
、
主
人
公
文
四
郎
の
養
父
は
、
政
権
争
い
の
な
か
で
、
切
腹
を
す
る
。
腹
を
切
る
こ
と
で
家
名
を

守
る
。
こ
の
古
風
な
道
徳
も
、
「
近
代
的
自
我
」
の
束
縛
か
ら
自
由
と
い
う
意
味
で
、
読
者
に
は
か
え
っ
て
「
新
し
さ
」
と
し
て
映
る

と
言
い
ま
す
。

★
ほ
か
に
も
時
代
小
説
に
つ
い
て
、
お
も
し
ろ
い
指
摘
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
一
般
に
大
衆
小
説
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン

ル
で
は
意
外
に
も
美
男
に
つ
め
た
い
の
で
す
」
と
著
者
は
い
う
。
例
え
ば
吉
川
英
治
の
作
っ
た
ヒ
ー
ロ
ー
『
宮
本
武
蔵
』
は
、
野
蛮
な

顔
だ
ち
で
、
同
じ
村
出
身
の
又
八
は
美
男
が
ゆ
え
に
災
難
を
招
き
、
自
分
を
確
立
で
き
な
い
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

宮
本
武
蔵
は
、
山
本
周
五
郎
も
「
よ
じ
ょ
う
」
と
い
う
作
品
に
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
山
本
の
書
く
武
蔵
は
「
最
後
の
最
後
ま
で

見
栄
っ
張
り
」で
、
こ
れ
は
吉
川
英
治
の
書
い
た
武
蔵
へ
の
皮
肉
だ
と
言
う
ん
で
す
。

★
山
本
周
五
郎
も
吉
川
英
治
も
司
馬
遼
太
郎
も
藤
沢
周
平
も
、
み
ん
な
実
社
会
で
の
勤
め
人
と
し
て
の
経
験
を
持
ち
、
よ
っ
て

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
バ
カ
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
読
ん
で
好
感
を
持
つ
点
で
す
。
「
彼
の
武
家
も
の
は
時
代
を
違
え
た

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
屈
辱
と
策
謀
に
対
し
て
は
敢
然
と
剣
を
抜
き
放
つ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
」
と
藤

沢
周
平
に
つ
い
て
言
い
ま
す
。
剣
を
抜
け
な
い
現
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
そ
こ
が
す
か
っ
と
す
る
ん
で
し
ょ
う
。

★
著
者
に
は
司
馬
遼
太
郎
に
つ
い
て
の
著
作
は
あ
り
ま
す
が
、
時
代
小
説
の
専
門
家
で
は
な
い
。
そ
の
分
、
見
方
が
柔
軟
で
、
非
常

に
新
鮮
に
映
り
ま
す
。
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
お
じ
さ
ん
た
ち
が
最
近
の
芥
川
賞
や
直
木
賞
作
品
に
手
を
出
さ
ず
、
も
う
亡

く
な
っ
た
著
者
た
ち
の
書
い
た
時
代
小
説
を
読
む
の
も
あ
た
り
ま
え
か
な
、
と
い
う
気
に
な
っ
て
き
ま
す
。



時
代
小
説
と
歴
史
小
説
の
違
い

明
治
時
代
以
前
の
日
本
、
主
に
江
戸
時
代
を
舞
台
と
す
る
小
説
。

歴
史
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
「
歴
史
小
説
」
と
区
分
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
境
界
線
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
一
般
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
構
図
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
小
説

「
歴
史
」
が
主
題
で
あ
る
小
説
。
史
実
に
即
し
た
形
で
描
か
れ
る
。

時
代
小
説

「
歴
史
」
を
物
語
の
背
景
あ
る
い
は
借
景
と
す
る
小
説
。
あ
ま
り
史
実
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
「
史
料
の
空
白
部
分
」
と
い
う
の
は
必
ず
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
埋
め
な
く
て
は
作
品
は
成
立
し
得
な
い
以

上
、
「
史
実
」
の
語
を
ど
う
取
る
か
は
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
史
実
」
か
ら
大
き
く
離
れ
た
も
の
を
「
歴
史
小
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
が
、
「
史
実
」
に
非
常
に
近
い
も
の
で
も

「
時
代
小
説
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

文
芸
評
論
家
の
福
田
宏
年
さ
ん
（
『
戦
国
城
砦
群
』[

井
上
靖
著
・
文
春
文
庫]

の
解
説
）
に
よ
る
と
、
日
本
の
文
壇
お
よ
び
読
書
界

で
は
、
森
鷗
外
の
昔
か
ら
、
「
歴
史
小
説
＝
歴
史
其
儘
→
純
文
学
、
時
代
小
説
＝
歴
史
離
れ
→
大
衆
文
学
」
と
い
う
考
え
方
が
定

説
化
し
て
い
た
よ
う
だ
。
〔
「
は
て
な
ダ
イ
ア
リ
ー
」
よ
り
〕

そ
し
て
、
「
時
代
小
説
」
に
対
し
て
は
、
こ
ん
な
意
見
も
あ
る
。

問
題
な
の
は
、
時
代
小
説
が
文
壇
の
中
心
だ
っ
た
頃
に
、
読
書
し
て
い
た
人
間
が
今
、
お
じ
さ
ん
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

現
在
の
時
代
小
説
氷
河
期
に
読
書
し
て
い
る
若
い
世
代
が
年
を
と
っ
て
お
じ
さ
ん
に
な
っ
た
時
に
時
代
小
説
を
読
む
か
と
い

っ
た
ら
、
そ
う
は
い
え
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
七
名
の
よ
う
な
作
家
が
登
場
し
、
若
者
が
読
む
次
世
代
の
時
代
小
説
の
書
き

手
、
そ
し
て
読
み
手
が
育
た
な
い
限
り
、
時
代
小
説
の
未
来
は
暗
い
。

と
い
う
。
果
た
し
て
、
時
代
小
説
は
現
代
の
若
者
に
ど
う
影
響
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
皆
さ
ん
と
実
際
に
向
き
合
っ
て
考

え
て
み
た
い
事
柄
で
も
あ
る
。

時
代
小
説
の
文
献
資
料
を
最
後
に
記
載
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

《
歴
史
小
説
・
時
代
小
説
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》
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平
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→
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平
成
の
時
代
小
説

浅
田
次
郎
著
『
壬
生
義
士
伝
』
〔
「
週
刊
文
春
」
一
九
九
八
年
九
月
三
日
号
か
ら
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
〇
日
号
所
載
、
文
藝
春

み

ぶ

ぎ

し

で

ん

秋
刊
〕
を
中
心
に
情
景
描
写
を
解
析
し
て
お
く
と
、http

:/
/w

w
w
.o
d
ette.o

r.jp
/kan

ko
u
/
bu

_c_b
u
_m

b
_m

i_i/
b
u
_c_bu

_m
b
_m

i_i.

htm
l本

書
は
、
『
鉄
道
員
（
ぽ
っ
ぽ
や
）
』
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
直
木
賞
受
賞
作
家
、
浅
田
次
郎
さ
ん
の
作
品
。
構
想

年
、
著

20

者
初
の
時
代
小
説
で
、
週
刊
文
春
に
平
成

年

月

日
号
か
ら
平
成

年

月

日
号
ま
で
連
載
さ
れ
ま
し
た
。

10

9

3

12

3

30

作
品
は
、
明
治
維
新
か
ら
半
世
紀
を
経
た
、
初
の
平
民
宰
相
原
敬
が
誕
生
し
た
頃
に
、
一
人
の
新
聞
記
者
が
、
主
人
公
の
南

部
藩
士
・
吉
村
貫
一
郎
を
知
る
人
た
ち
を
訪
ね
、
聞
き
書
き
を
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

貫
一
郎
を
知
る
人
た
ち
の
回
想
の
間
に
、
貫
一
郎
の
独
白
が
南
部
方
言
に
て
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
愛
し
て
や
ま
な
い
故

郷
盛
岡
の
情
景
が
語
ら
れ
ま
す
。
作
者
浅
田
次
郎
さ
ん
は
、
四
季
に
分
け
盛
岡
に
取
材
に
来
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
、
綿
密
な
考

証
の
も
と
、
方
言
や
町
の
雰
囲
気
な
ど
、
実
際
に
盛
岡
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
思
わ
ず
感
心
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
生
き
生
き
と
登

場
す
る
人
物
描
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
い
つ
か
、
こ
の
本
を
片
手
に
、
主
人
公
貫
一
郎
が
「
日
本
で
一
番
美
し
い
」
と
言
い
放
て

や
ま
ぬ
盛
岡
の
街
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

〈
あ
ら
す
じ
〉

主
人
公
吉
村
貫
一
郎
は
、
尊
王
譲
位
に
邁
進
す
る
と
称
し
て
南
部
藩
を
脱
藩
し
、
新
選
組
隊
士
と
な
る
が
、
内
実
は
生
活
苦

に
よ
る
も
の
で
、
貫
一
郎
の
願
い
は
少
し
で
も
多
く
の
お
金
を
、
故
郷
に
残
し
て
き
た
妻
し
づ
と
子
ど
も
た
ち
の
許
へ
送
り
届
け
る

こ
と
。
し
か
し
、
貫
一
郎
は
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
最
中
、
皮
肉
に
も
嘗
て
の
幼
馴
染
み
で
大
阪
蔵
屋
敷
の
差
配
役
を
務
め
る
大

野
次
郎
右
衛
門
の
命
で
、
切
腹
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
五
十
年
後
、
一
人
の
新
聞
記
者
が
貫
一
郎
を
知
る
人
た
ち
を
訪

ね
、
「
壬
生
浪
（
み
ぶ
ろ
）
」
と
呼
ば
れ
た
新
選
組
に
あ
っ
て
啻
一
人
「
義
」
を
貫
き
通
し
た
知
ら
れ
ざ
る
貫
一
郎
の
姿
を
浮
き
彫
り

に
し
て
い
く
。



〈こ
と
ば
の
実
際
〉

○

蜩

が
人
間
ど
も
を
嘲
る
よ
う
に
か
な
か
な
と
鳴
く
。
夕
暮
れ
ど
き
だ
っ
た
な
。
〔
上
卷

①
〕

ひ
ぐ
ら
し

47

○
「
盛
岡
に
も
、
こ
こ
と
よ
く
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
。
ず
っ
と
小
さ
な
橋
で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
擬
宝
珠
が
つ
い
て
い
る
の

で
す
。
秋
は
紅
葉
、
冬
は
雪
景
色
、
そ
し
て
春
に
な
る
と
真
白
な
辛
夷
の
花
が
咲
い
て
…
…
」
言
い
か
け
て
、
吉
村
は
ま
た
声
を
詰

こ

ぶ

し

ま
ら
せ
ち
ま
っ
た
。
〔
上
卷

⑤
〕

80

○
夾
竹
桃
が
屯
所
の
庭
に
暑
苦
し
い
花
を
咲
か
す
、
夏
の
午
下
り
だ
っ
た
と
思
う
。
〔
上
卷

④
〕

き
ょ
う
ち
く
と
う

87

○
大
手
前
の
石
割
桜
の
蕾
が
薄
赤
く
ふ
く
ら
み
、
東
の
山
裾
に
は
杉
木
立
の
中
に
、
真
白
な
辛
夷
の
花
が
ち
ら
ほ
ら
と
咲
き
始
め

こ

ぶ

し

た
午
下
り
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
〔
上
卷

⑤
〕

167

○
鈍
色
の
空
に
朝
か
ら
ち
ら
ち
ら
と
小
雪
の
舞
う
、
寒
い
日
の
こ
と
で
し
た
。
〔
上
卷

⑦
〕

232

○
盛
岡
の
桜
は
石
ば
割
っ
て
咲
ぐ
。
盛
岡
の
辛
夷
は
、
北
さ
向
い
て
も
咲
ぐ
の
す
。
ん
だ
ば
、
お
ぬ
し
ら
も
ぬ
く
ぬ
く
春
ば
来
る
の

を
待
つ
で
は
ね
え
ぞ
。
南
部
の
武
士
な
ら
ば
、
み
ご
と
石
ば
割
っ
て
咲
げ
。
盛
岡
の
子
だ
れ
ば
、
北
さ
向
い
て
咲
げ
。
春
に
先
駆
け
、

世
に
も
人
に
も
先
駆
け
て
、
あ
っ
ぱ
れ
な
花
こ
ば
咲
か
せ
て
み
ろ
。
〔上
卷

⑮
〕

339

○
（
南
部
盛
岡
は
日
本
一
の
美
し
い
国
で
ご
ざ
ん
す
。
西
に
岩
手
山
が
そ
び
え
、
南
に
は
早
池
峰
。
北
に
は
姫
神
山
。
城
下
を
流

は

や

ち

ね

れ
る
中
津
川
は
北
上
川
と
合
わ
さ
っ
て
豊
か
な
流
れ
に
な
り
申
す
。
春
に
は
花
が
咲
き
乱
れ
、
夏
は
緑
、
秋
に
は
紅
葉
。
冬
と
な

も

み

じ

り
ゃ
あ
、
眞
綿
の
ご
と
き
雪
こ
に
、
す
っ
ぽ
り
と
く
る
ま
れ
る
の
で
ご
ざ
ん
す
）
〔
下
卷

②
〕

69

○
日
ざ
か
り
の
中
に
佇
む
十
四
歳
の
み
つ
は
、
雫
石
姉
ッ
子
と
謌
わ
れ
た
亡
き
母
に
生
き
写
し
で
あ
り
ま
し
た
。
人
目
も
憚
ら
ず

に
み
つ
を
抱
き
止
め
た
と
き
、
忘
れ
か
け
て
い
た
ふ
る
さ
と
の
景
色
が
、
ま
る
で
袱
紗
を
解
い
た
よ
う
に
あ
り
あ
り
と
瞼
の
裏
側
に

ふ

く

さ

甦
り
ま
し
た
。

南
部
の
母
な
る
北
上
川
の
流
れ
の
彼
方
に
岩
手
山
が
そ
び
え
、
不
来
方
の
御
城
の
向
こ
う
に
は
艶
や
か
な
裳
裾

こ

ず

か

た

あ

で

も

す

そ

を
曳
い
た
姫
神
山
が
見
え
た
。
幼
い
こ
ろ
、
寝
物
語
に
聞
い
た
二
つ
の
山
の
伝
説
よ
う
に
、
私
は
こ
の
お
な
ご
を
心
の
底
か
ら
恋
い

慕
お
う
と
誓
い
ま
し
た
。
〔
下
卷

②
～
⑥
〕

147

○
長
坂
の
峠
の
麓
に
、
黄
金
清
水
と
呼
ば
れ
る
湧
水
が
あ
り
ま
す
。
〈
中
略
〉
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
東
の
山
の
端
か
ら
月
が
昇
っ

こ

が

ね

て
、
凍
え
た
灌
木
の
茂
み
や
ら
雪
の
道
や
ら
を
、
あ
か
あ
か
と
照
ら
し
出
し
た
の
で
す
。
掌
の
中
の
清
水
は
ま
こ
と
黄
金
の
ご
と
く

輝
き
ま
し
た
。
〔
下
卷

⑬
〕

133

○
霙
ま
じ
り
の
空
が
鳴
る
、
凍
れ
る
晩
じ
ゃ
っ
た
。
〔下
卷

⑨
〕

み
ぞ
れ

し
ば

157

○
雪
解
け
の
岩
手
山
じ
ゃ
。
南
に
は
早
池
峰
。
北
に
は
姫
神
山
。
北
上
川
と
中
津
川
の
合
わ
さ
る
そ
の
先
に
、
不
来
方
の
御
城
が
。

お

や

ま

は

や

ち

ね

こ

ず

か

た

ど
こ
も
変
わ
ら
ぬ
、
昔
の
ま
ま
じ
ゃ
。
北
山
の
辛
夷
も
、
石
割
桜
も
、
梅
も
、
菜
の
花
も
、
み
な
い
っ
ぺ
ん
に
咲
い
て
お
る
で
は
ね

こ

ぶ

し

え
か
。
〔
下
卷

⑤
～
⑧
〕

264

○
き
ら
き
ら
と
舞
う
氷
の
粒
の
中
に
、
岩
手
山
が
聳
え
て
い
た
。
右
手
に
は
不
来
方
の
城
下
の
甍
が
真
白
な
雪
に
埋
も
れ
て
お
り

こ

ず

か

た

い
ら
か

ま
し
た
。
〔
下
卷

⑤
〕

358

○
夕
映
え
の
岩
手
山
。
南
に
は
早
池
峰
。
北
に
は
姫
神
山
。
北
上
川
と
中
津
川
の
合
流
す
る
先
に
、
不
来
方
の
城
跡
も
望
め
ま

お

や

ま

は

や

ち

ね

こ

ず

か

た

す
。

あ
あ
、
何
と
美
し
い
町
で
し
ょ
う
。
〔
下
卷

⑧
〕

365

今
最
も
旬
な
時
代
小
説

二
〇
一
二
年
現
在
、
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
作
品
は
ど
ん
な
作
家
の
ど
の
よ
う
な
文
章
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
？
。
冲
方

丁
、
一

う
ぶ
か
た

と
う

九
六
六
年
大
学
在
学
中
に
「
黒
い
季
節
」
で
第
一
回
ス
ニ
ー
カ
ー
大
賞
を
受
賞
し
デ
ビ
ュ
ー
し
、
初
の
時
代
小
説
『
天
地
明
察
』
〔
角

川
書
店
刊
〕
で
第
三
一
回
吉
川
英
治
文
学
新
人
賞
を
受
賞
し
た
。
此
の
作
品
は
ど
う
だ
ろ
う
か
…
…
。

《こ
と
ば
の
実
際
》

○
ざ
わ
め
き
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
徐
々
に
鎮
ま
っ
て
ゆ
く
中
、
ふ
い
に
春
海
は
遠
く
か
ら
響
く
音
を
聞
い
た
。
か
ら
ん
、
こ
ろ
ん
。
軽

、
、
、

、
、
、

は
る

み

妙
に
鳴
り
響
く
、
幻
の
音
だ
。
〔
序
章
７
頁
⑮
～
⑰
〕



○
そ
の
毛
利
が
、
塾
で
教
科
書
と
し
て
用
い
た
『
算
用
記
』
に
、
自
ら
記
し
た
序
文
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
割
算
の
起
源
を
、

こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
『
〝
寿
天
屋
辺
連
〟
と
い
う
所
に
、
智
恵
と
徳
と
を
も
た
ら
す
木
で
あ
っ
て
、
そ
の
木
に
は
含
霊
な
る
果

じ
ゆ

て
や

べ
れ

ん

実
が
な
っ
て
い
る
。
そ
の
果
実
の
一
つ
を
、
人
類
の
始
祖
で
あ
る
夫
婦
が
、
二
つ
に
分
け
て
食
べ
た
こ
と
が
、
割
算
と
い
う
も
の
の
始

ま
り
と
な
っ
た
』
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〝
寿
天
屋
辺
連
〟
と
は
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
を
意
味
す
る
。
明
ら
か
に
旧
約
聖
書
の
ア
ダ
ム
と

イ
ヴ
の
楽
園
追
放
の
く
だ
り
と
、
新
約
聖
書
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
く
だ
り
を
、
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
い
る
。
「
お
主
、
切
支
丹
の
教
え
に
詳
し

き
り

し

た
ん

い
か
？
」
「
は
…
…
い
え
…
…
。
恐
れ
な
が
ら
、
不
勉
強
に
て
、
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ぬ
…
…
」
春
海
は
恐
縮
し
て
い
る
が
、
も
し
頑

張
っ
て
い
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
昨
今
で
は
、
海
外
貿
易
の
統
制
と
と
も
に
禁
教
令
が
厳
し
く
適
用
さ
れ
、
切
支
丹
と
疑
わ

れ
れ
ば
投
獄
は
免
れ
な
い
。
〔
第
一
章
・
一
瞥
即
解

頁
②
～
⑬
〕

69

○
で
は
渋
川
春
海
と
し
て
は
ど
う
か
。
ま
だ
誰
に
も
告
げ
た
こ
と
は
な
い
が
、
実
は
、
そ
の
名
の
由
来
は
、
と
あ
る
歌
に
よ
っ
た
。

雁
鳴
き
て

菊
の
花
咲
く

秋
は
あ
れ
ど

春
の
海
べ
に

す
み
よ
し
の
浜

と
い
う
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
か
ら
、
春
海
と
い
う
名
が
生
ま
れ
た
。
他
に
も
、
助
左
右
衛
門
な
ど
と
も
称
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
春

い

せ

海
の
名
は
別
格
だ
っ
た
。
真
実
、
己
が
顕

れ
て
い
た
。
雁
が
鳴
き
、
菊
の
花
が
咲
き
誇
る
優
雅
な
秋
は
あ
れ
ど
も
、
自
分
だ
け
の

あ
ら
わ

春
の
海
辺
に
、
〝
住
み
吉
〟
た
る
浜
が
欲
し
い
。
そ
れ
は
単
に
居
場
所
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
己
に
し
か
な
せ
な
い
行
い
が
あ
っ
て

初
め
て
成
り
立
つ
、
人
生
の
浜
辺
で
あ
る
。
〔
第
一
章
・
一
瞥
即
解

頁
⑮
～

頁
⑧
〕

72

73

○
一
方
で
、
玉
川
の
開
削
計
画
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
承

応
元
年
、
振
り
袖
火
事
の
ほ
ぼ
四
年
前
で
あ
る
。
玉
川
沿
い
に
あ
る

し
よ
う
お
う

羽
村
か
ら
四
谷
ま
で
、
起
伏
の
少
な
い
関
東
平
野
で
水
路
を
開
削
す
る
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
い
難
事
業
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は
四
谷

は

む
ら

か
ら
江
戸
城
内
の
み
な
ら
ず
、
山
の
手
や
京
橋
に
ま
で
い
た
る
給
水
網
を
、
縦
横
に
設
置
す
る
と
い
う
大
工
事
が
行
わ
れ
た
。
そ

れ
が
、
わ
ず
か
一
年
余
で
通
水
成
功
と
な
っ
た
。
水
不
足
に
悩
ん
で
い
た
江
戸
の
者
た
ち
は
、
武
士
も
町
人
も
感
極
ま
り
、
身
分

を
問
わ
ず
幾
日
に
も
わ
た
っ
て
盛
大
な
乱
痴
気
騒
ぎ
を
繰
り
広
げ
て
い
た
と
い
う
。
〔
第
二
章
・算
法
勝
負

頁
⑪
～
⑯
〕

81

○
伊
勢
暦
は
も
っ
ぱ
ら
伊
勢
神
宮
の
御
師
た
ち
が
頒
布
し
、
そ
の
権
威
、
ま
た
日
本
全
土
に
普
及
す
る
知
名
度
の
高
さ
か
ら
、
伊

お

し

勢
特
産
の
箸
や
櫛
、
金
物
や
織
物
な
ど
に
も
増
し
て
重
宝
が
ら
れ
る
一
品
だ
。
〔
第
二
章
・北
極
出
地

頁
⑨
⑩
〕

は
し

く
し

192

○
ち
な
み
に
江
戸
で
は
幕
府
公
認
の
〝
三
嶋
暦
〟
が
一
般
的
で
、
こ
れ
は
伊
豆
国
に
あ
る
三
島
大
社
の
河
合
家
が
遍
暦
し
て
お

り
、
そ
の
起
源
は
源
頼
朝
に
ま
で
遡
る
と
い
う
。
か
な
り
昔
か
ら
版
木
を
用
い
て
刷
ら
れ
て
い
る
た
め
、
版
木
に
よ
る
暦
全
般
を
指

し
て
三
島
暦
と
呼
ぶ
者
も
い
る
ほ
ど
で
、
そ
の
権
威
は
伊
勢
暦
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
〔第
二
章
・
北
極
出
地

頁
④
～
⑧
〕

193

○
御
相
手
は
、
〝
水
戸
の
御
屋
形
樣
〟
こ
と
水
戸
光
国
公
で
あ
る
。
常
陸
国
水
戸
藩
の
二
代
目
藩
主
で
、
の
ち
に
水
戸
光
圀
と

改
名
し
、
言
中
納
言
、
つ
ま
り
、
〝
黄
門
様
〟
と
な
り
、
や
が
て
江
戸
の
民
衆
の
間
で
、
漫
遊
譚
の
主
人
公
と
し
て
愛
さ
れ
る
こ
と

た
ん

に
な
る
人
物
で
あ
る
。
非
常
に
大
柄
で
、
威
に
し
て
厳
た
る
相
貌
、
剛
健
た
る
三
十
九
歳
。
〔
第
三
章
・
授
時
暦

頁
⑰
～

頁

258

259

①
〕

○
ま
た
光
国
が
愛
飲
す
る
の
は
、
血
の
よ
う
に
赤
く
、
茶
渋
の
よ
う
な
味
が
す
る
、
南
蛮
物
の
酒
で
あ
る
。
珍
陀
酒
（
ワ
イ
ン
）
と
か

チ
ン
タ
さ
け

い
う
そ
れ
を
、
得
体
の
知
れ
な
い
乳
製
品
や
、
様
々
な
獣
の
肉
と
と
も
に
、
招
い
た
者
た
ち
に
振
る
舞
う
。
美
食
家
と
い
う
よ
り
織

田
信
長
な
み
の
新
し
も
の
好
き
で
あ
る
。
乳
製
品
に
し
ろ
、
豚
や
羊
の
肉
に
し
ろ
、
日
本
人
の
味
覚
か
ら
す
れ
ば
、
げ
て
も
の
も
良

い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
〔第
三
章
・授
時
暦

頁
②
～
⑤
〕

260

○
『
天
文
分
野
之
図
』
延
宝
五
年
の
冬
か
ら
七
年
の
夏
に
か
け
て
江
戸
や
京
な
ど
で
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
〝
日
本
の
分
野
〟
は
、

ま
さ
に
全
国
規
模
の
注
目
を
受
け
た
。
精
密
な
天
測
と
運
行
の
計
算
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
星
図
の
全
て
が
、
全
国
各
地
の
大
地

に
照
応
さ
れ
て
お
り
、
星
々
の
位
置
や
そ
の
蝕
な
ど
か
ら
、
各
地
の
〝
吉
凶
〟
が
一
目
瞭
然
と
な
る
。
春
海
の
こ
れ
ま
で
の
技
芸
、

そ
し
て
神
道
の
教
養
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
来
映
え
に
、
江
戸
の
天
文
家
、
京
の
陰
陽
師
、
各
地
の
僧
た
ち
が
揃
っ
て
唸
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
巻
物
の
装
丁
を
生
業
と
す
る
経
師
た
ち
が
、
春
海
の
『
天
文
分
野
之
図
』
を
、
一
つ
の
美
と
み
な
し
、

何
の
関
係
も
な
い
本
の
表
紙
に
流
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
さ
ら
に
天
文
暦
術
や
数
理
と
は
無
縁
の
人
々
の
間
に
も
、

〝
天
文
図
〟
が
一
挙
に
流
行
し
た
の
だ
っ
た
。
春
海
も
、
そ
の
成
果
と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
想
像
し
な
か
っ
た
も
の
を
闇
斎
が
手
に

入
れ
、
面
食
ら
っ
た
。
な
ん
と
美
人
画
で
あ
る
。
背
景
や
着
物
の
柄
に
〝
天
文
図
〟
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
絵
の

主
役
で
あ
る
女
が
、
婀
娜
っ
ぽ
い
様
子
で
読
ん
で
い
る
本
そ
の
も
の
が
、
『天
文
分
野
之
図
』な
の
で
あ
る
。
〔
第
四
章
・
天
地
明
察
426

頁
②
～
⑬
〕


