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史
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場

（
一
）

著
作
集
最
終
巻
で
あ
る
第
九
巻
は
、　
一
九
五
〇
～

一
九
八
七
年
に
か
け
て
執

筆
さ
れ
た
二

一
編
の
論
稿
を
、

「歴
史
学
の
課
題
と
方
法
」

（七
編
）
と

「現

代

へ
の
発
言
」

（
一
四
編
）
の
二
部
構
成
で
所
収
す
る
。

各
稿
は
い
ず
れ
も
戦
後
日
本
の
政
治
的

・
社
会
的
状
況
を
受
け
て
、
歴
史
学

の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
状
況
認
識
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
で
あ
り
、
雑
誌

「世
界
』

（五
編
）
や

『歴
史
評
論
』

（七
編
）
を
中
心
に

発
表
さ
れ
た
。
著
者
の
言
説
は
、
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
東
大
ポ
ポ
ロ

劇
団
事
件

（
一
九
五
二
年
）
や

「建
国
記
念
日
」
制
定
問
題

（
一
九
七
六
年
）

を
は
じ
め
、
下
山
事
件

（
一
九
五
〇
年
）

・
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件

（
一
九
五
二

年
）

。
原
水
禁
運
動
等
に
及
ん
で
お
り
、
本
書
自
体
が
戦
後
史
を
跡
づ
け
る

構
成
と
な
っ
て
い
る
。
近
代
初
頭
の
史
論
史
学
に
習
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
論
稿
は

「現
代
の
問
題
意
識
に
も
と
づ

い
て
の
歴
史
の
分
析
、
歴
史
の
考
察
の
視
点
を
生
か
し
て
の
現
代

へ
の
発
言
」

（
「あ
と
が
き
」
）
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、

「
「職
人
的
研
究
者
」
と

「生
活
者
的
研
究
者
」
」

（
一

九
七
二
年
　
一二
九
～
五

一
頁
）
と
い
う

「歴
史
学
を
志
ざ
す
若
い
人
に
向
け
に

書
か
れ
た
」

（藤
原
彰

「解
説
」
）
評
論
を
手
が
か
り
に
、
著
者
ら
に
よ

っ
て

担
わ
れ
て
き
た
戦
後
歴
史
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

上
述
の
よ
う
に
本
書
所
収
の
諸
論
の
多
く
は
、
戦
後
三
〇
年
間
に
起
き
た
社
会

的
事
件
と
共
時
的
に
執
筆
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
論
稿
に
は

そ
れ
自
体
に
現
代
史
資
料
と
し
て
の
興
味
深
い
内
容
も
見
出
せ
る
。
そ
こ
で
、

戦
後
の
新
聞
報
道
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
論
稿
を
特
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

阪

本

宏

児

（
二
）

「
「職
人
的
研
究
者
」
と

「生
活
者
的
研
究
者
」
」
の
論
旨
は
概
ね
以
下
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

研
究
者
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
原
史
料
を
捜
索
し
、
史
料
考
証
に
徹

す
る
職
人
的
研
究
者
と

「現
実
の
提
起
す
る
歴
史
的
課
題
＝
国
民
的
課
題
か
ら
、

学
問
生
産
を
出
発
さ
せ
る
」
生
活
者
的
研
究
者
で
あ
る
。

「職
人
」
と
は
い
わ

ば
、

「役
に
立
と
う
が
立
つ
ま
い
が
、
そ
れ
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
仕
事
そ
の

も
の
に
生
き
甲
斐
を
見
出
す
」
者
で
あ
り
、

「生
活
者
」
と
は

「生
産
の
効
用
、

生
産
の
役
割
の
認
識
に
立
つ
、
目
的
意
識
を
も

っ
て
労
働
す
る
者
」
で
あ
る
。

歴
史
を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
変
革
す
る
こ
と
が
目
的
の
唯
物
史
観
の

立
場
は
後
者
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
分
担

・
協
力
と
い
う
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
職
業
的
研
究
者
に
な
る
に
は

「職
人
」
で
あ
る
こ
と
は
不
可

避
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
魂
も
必
要
で
あ
り
、　
一
方
で
生
活
者
的
研
究

者
に
も
職
人
的
修
練
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「自
己
再
教

育
」
は
歴
史
教
育
活
動

へ
の
参
加
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
試
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
意
図
の

一
つ
は
、
従
来
し
ば
し
ば
対
立
的
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
、

「職
人
」
と
し
て
の
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
実
証
主
義
と

「生
活
者
」
と

し
て
の
唯
物
史
観
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
、
歴
史
の
教
育
を
媒
介
に
し
て
止
揚

す
る
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
も
、
長
年
歴
史
教
育
に
向
き
合

っ
て
き

た
著
者
自
身
の
な
か
に
そ
の
実
践
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
多
数
の
論
稿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
が

「生

活
者
的
研
究
者
」
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
疑
え
な
い
。

「歴
史
を
眺
め
る
立
場
と
歴
史
を
創
る
立
場

―

五

。
一
事
件
に
関
連
し
て
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」

（
一
九
五
二
年
　
九
六
～

一
一
〇
頁
）
に
お
い
て
、

「歴
史
の
創
造
的

立
場
と
は
…
民
衆
の

一
員
と
し
て
歴
史
の
前
進
の
た
め
に
た
た
か
う
立
場
」
で

あ
る
と
述
べ
た
基
調
は
、
お
よ
そ
三
〇
年
後
に
書
か
れ
た

「歴
史
掘
り
お
こ
し

運
動
を
考
え
る
」

（
一
九
八

一
年
　
ニハ
五
～
七
三
頁
）
に
至

っ
て
も
維
持
し
続

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
本
書
を
通
読
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。

原
水
爆
禁
止
運
動
に
関
連
す
る

「民
主
勢
力
に
停
滞
を
も
た
ら
し
た
も
の
は

何
か
」

（
一
九
五
八
年
　
一
二
七
～

一
七
三
頁
）

「社
共
両
党

へ
の
常
識
的
批

判
」

（
一
九
六
二
年
　
一
九
九
～
二

一
二
頁
）
等
の
批
評
は
、
歴
史
学
と
い
う

枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
い
わ
ば

「知
識
人
」
と
し
て
の
発
言
と
位
置
づ
け
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

「生
活
者
的
研
究
者
」
は
彼
の
社
会
的
問
題
意
識
に
拠
り
研

究
を
進
め
る
が
、
さ
ら
に
進
め
て
社
会
に
向
け
て
言
論
や
行
動
を
も

っ
て
何
ら

か
の
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
は
、
自
ら
の

「政
治
的
」
立
場
を
公
に
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
。
研
究
者
が

「政
治
的
」
言
動
を
な
す
こ
と
は
時
に
さ
ま
ざ
ま

な
足
枷
を
負
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
市
民
運
動
に
関
し
て

の
具
体
的
提
言
を
政
党
レ
ベ
ル
に
対
し
て
行

っ
た
事
実
は
、
当
時
の
学
問
を
取

り
巻
く
雰
囲
気
や
環
境
に
加
え
、
や
は
り

「生
活
者
的
研
究
者
」
た
る
著
者
が

自
己
の
問
題
意
識
に
従
い
誠
実
に
行
動
し
た
結
果
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
歴
史
学
を
含
む
現
代
の
諸
科
学
は
多
か
れ
少
な
か
れ

一
つ
の
社

会
の
、
根
本
的
に
は
国
民
の
社
会
的
投
資
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
社
会
的
営

為
で
あ
り
、
従
っ
て
研
究
は
社
会
的
有
用
性
の
基
準
に
基
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
、

と
す
る
論
理
が
あ
る

（弓
削
達

『歴
史
学
入
門
』
八
六
年
）
。
先
の

「生
活
者

的
研
究
者
」
の
出
発
点
と
し
て
の

「国
民
的
課
題
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
こ

の

「社
会
的
有
用
性
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
著
者
が
そ
の
立
場
を

「生
活
者
的

研
究
者
」
の
側
に
置
い
た
唯
物
史
観
は
、
社
会
的
有
用
性
の
意
識
が
強
烈
に
あ

ら
わ
れ
た
歴
史
観
だ
と
も
い
わ
れ
る

（弓
削
達
　
前
掲
書
）
。
本
書
に
み
ら
れ

る
幾
多
の

「現
代
へ
の
発
言
」
も
い
わ
ば
社
会
的
有
用
性
の
意
識
に
裏
付
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
的
有
用
性
論
は
戦
後
歴
史
学
を
象
徴
す
る
思
考
方

法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
社
会
的
有
用
性
論
の
延
長
で
は
学
問
と
実
用
主
義
と
の
関
係
と
い

う
困
難
な
問
題
の
解
決
を
迫
ら
れ
る
。

「日
本
の
歴
史
学
は
も

っ
と
実
用
主
義

を
は
っ
き
り
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
…
…
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
は
、
も

っ
と
も

っ

と
明
確
に
、
反
帝
国
主
義
闘
争
と
人
民
生
活
の
向
上
に
奉
仕
す
る
と
い
う
実
用

主
義
を
う
ち
出
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

（門
脇
禎
二

「歴
史
科
学

と
実
用
主
義
」

「
日
本
史
研
究
』
七
六
、
六
五
年
）
と
発
せ
ら
れ
た
過
去
は
、

日
本
歴
史
学
の
現
況
に
あ

っ
て
は
極
端
な
印
象
を
与
え
る
が
、
当
然
の
論
理
的

帰
結
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
著
者
に
よ
り

「六
〇
年

・
七
〇
年
の
安
保
反
対
運
動

の
経
験
、
明
治
百
年
祭
の
実
施
、
建
国
記
念
の
日
の
制
定
、
ア
メ
リ
カ
の

「近

代
化
」
論
の
流
入
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
主
義

・
軍
国
主
義

・
反

マ
ル
ク
ス

主
義
の
反
動
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
人
民
の
ア
メ
カ
帝
国
主

義
と
の
熾
烈
な
闘
争
と
い
う
、
現
実
の
情
勢
に
触
発
さ
れ
た
も
の
」

（
「変
革

の
主
体
と
民
族
の
問
題
」

『岩
波
講
座
日
本
歴
史
二
四
』
七
七
年
）
と
位
置
づ

け
ら
れ
た
人
民
闘
争
史
研
究
も
、
や
は
り
社
会
的
有
用
性
論
に
起
因
す
る
成
果

と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
現
在
の
社
会
状
況
は
、
か
つ
て

「国
民
的
課
題
」
と
し
て
歴
史
学

研
究
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

「反
帝
国
主
義
闘
争
」
や

「安
保
反
対
運

動
」
等
々
が
、　
一
時
期
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
急
速
に
終
想
し
て
し
ま

っ
た
か
、

あ
る
い
は
文
字
通
り
の
国
民
的
課
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

ま
た
、

「歴
史
学
を
志
す
若
い
人
」
の
間
で
も

「生
活
者
」
的
発
想
は
確
実
に

失
わ
れ

つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
戦
後
歴
史
学
の
枠
組
を
批
判
的
に
再

検
討
し
て
い
る
網
野
善
彦
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
力
が
弱
ま

っ
た
結
果
、

「今
度
は
若
い
人
た
ち
が
楽
し
く
や
ろ
う
と
し
て
」
お
り
、

「楽
し
く
や

っ

て
い
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る

（網
野

・
鶴
見

「歴
史
の
話
』
九
四
年
）
。
戦
後
歴
史
学
が
所
持
し

て
い
た
社
会
的
有
用
性
の
意
識
と

「国
民
」
の
意
識
と
は
、
い
つ
の
間
に
か
大

き
く
乖
離
し
て
し
ま

っ
た
。
今
日
、

「ほ
ん
ら
い
、

「経
世
済
民
」
の
気
概
を

も
ち
、

「天
下
国
家
」
へ
の
ト
ー
タ
ル
な
関
心
を
生
命
と
す
る
」

（佐
々
木
潤

之
介

「
「社
会
史
」
と
社
会
史
に
つ
い
て
」

『歴
史
学
研
究
」
五
二
〇
、
八
三

年
）
と
い
わ
れ
た
歴
史
学
が
、
状
況

へ
の
発
言
を
行
う
こ
と
は
確
実
に
困
難
に

な

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
著
者
ら
が
五
〇
年
代
の

「国
民
的
歴
史
学
運
動
」
の
反
省
と
し
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て
性
急
な
政
治
主
義

。
実
用
主
義
の
問
題
を
あ
げ
つ
つ
も

（七

一
頁
）
、
社
会

的
有
用
性
論
に
拠

っ
た
戦
後
歴
史
学
の
な
か
に
あ
っ
て
問
題
の
根
本
的
な
検
討

を
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

「戦
後
民
主
主
義
」
は
お
ろ

か
現
憲
法
す
ら

「疑
い
」

「見
直
す
」
と
い
う
思
想
が
、
国
民
の
な
か
に
着
実

に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
現
代
に
対
し
、
は
た
し
て
旧
来
の
戦
後
歴
史
学
的
認
識
で

有
効
な
歴
史
的
評
価
が
行
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「生
活
者
的
研
究
者
」

「職

人
的
研
究
者
」
と
い
う
範
時
の
設
定
自
体
、
現
時
点
で
は
多
く
の
同
意
を
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
あ
え
て
用
い
る
な
ら
ば
、

「生
活
者
的
研
究

者
」
に
は
状
況
認
識
と
歴
史
学
を
め
ぐ
る
新
し
い
思
考
方
法
の
提
出
こ
そ
が
必

要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
、
歴
史
学
に
限
ら
ず
、
確
固
た
る
学
問
的
立
場
に
依
拠
し
つ
つ
現
代
社

会

へ
の
発
言
を
試
み
る

「知
識
人
」
の
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
危
機
的
局

面
を
迎
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、

「誠
実
な

一
人
の
歴
史

家
の
実
践
の
記
録
」

（
「解
説
」
）
で
あ
る
本
書
を
テ
キ
ス
ト
に
、

「生
活

者
」
的
歴
史
学
の
今
後
の
方
向
性
を
見
据
え
て
い
く
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も

つ
だ
ろ
う
。

（一一一）

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
の
多
く
の
論
稿
は
戦
後
史
に
刻
ま
れ
た
諸

事
件

・
出
来
事
と
と
も
に
生
成
さ
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
の
事
件

。
出
来
事
も
戦

後
約
二
〇
年
に
お
け
る
日
本
の
政
治
的

・
思
想
的
状
況
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ

り
、
著
者
の
評
価
を
知
る
こ
と
は
戦
後
歴
史
学
の
思
想
的
潮
流
を
理
解
す
る
う

え
で
も
意
義
が
深
い
。

と
こ
ろ
で
視
点
を
少
し
変
え
、
い
く
つ
か
の
評
論
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
、

事
件
を
伝
え
る
新
聞
報
道
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

「解
説
」
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
著
者
の
評
論
の
特
色
の

一
つ
は
、

「必
ず
ひ
ろ
い
意
味
で
の
史

料
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
歴
史
家
と
し
て
の
姿
勢
」

に
あ
り
、
新
聞
報
道
等
も
そ
う
し
た

「史
料
」
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
間
接
的
に
現
代
史
資
料
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
大
ポ
ポ
ロ
劇
団
事
件
の
評
論

「東
大
事
件
の
意
味
す
る
も
の
」

（
一
九
五

二
年
　
八
三
～
九
五
頁
）
に
よ
る
と
、
事
件
勃
発
当
日
の
新
聞
で
は
、　
ョ
一巡

査
袋
だ
た
き
」

「殴
る
け
る
の
暴
行
」

「全
治
十
日
間
の
負
傷
」
な
ど
の
見
出

し
が
踊
り
、
複
数
の
紙
上
で
は
こ
の
事
件
が
同
日

（
二
月
二
〇
日
）
の
反
植
民

地
闘
争
デ
ー
に
お
け
る
各
地
で
の

「集
団
暴
行
事
件
」
と

一
括
さ
れ
る
よ
う
な

紙
面
構
成
が
な
さ
れ
て
い
た
。
事
件
は

「学
校
当
局
か
ら
正
式
に
認
め
ら
れ
た
、

学
生

・
職
員
の
た
め
の
劇
団
上
演
の
集
会
で
、
私
服
が
四
名
入

っ
て
い
た
の
が
、

た
ま
た
ま
発
見
さ
れ
、
学
内
集
会
に
は
無
断
で
警
官
が
入
ら
な
い
と
い
う
、
東

大
と
警
視
庁
の
協
定
を
無
視
し
た
の
を
怒

っ
た
学
生
や
職
員
が
、
こ
れ
を
と
り

か
こ
み
、
警
察
手
帳
を
差
し
出
さ
せ
て
、
陳
謝
さ
せ
た
」
も
の
で
あ

っ
た
と
い

う
。

「全
治
十
日
間
」
と
さ
れ
た
警
官
は
そ
の
翌
日
、
学
生
逮
捕
に
あ
た

っ
た

多
数
の
私
服
警
官
の
陣
頭
に
立
ち
、
大
学
講
内
で

「
一
人
の
学
生
に
襲
い
か
か

り
、
手
錠

。
足
枷
を
か
け
て
ひ
き
ず
り
、
そ
の
た
め
学
生
は
前
歯
を
折
」
る
。

周
知
の
よ
う
に
事
件
は
こ
の
後
、
国
会
問
題
化

・
違
憲
訴
訟
に
ま
で
発
展
す
る

の
だ
が
、
著
者
は
事
件
数
日
後
に
大
新
聞
の
担
当
記
者
か
ら

「第

一
報
は
失
敗

し
ま
し
て
ね
」
と
い
う
弁
解
を
聞
く
。
警
察
発
表
の
み
を
拠
所
に

「暴
力
学
生
」

の
糾
弾
を
行
う
杜
撰
な
報
道
と
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
当
時
の
雰
囲
気
が

文
中
か
ら
読
み
と
れ
る
。

同
年
五
月
の
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
に
つ
い
て
の
評
論

「歴
史
を
眺
め
る
立
場
と

歴
史
を
創
る
立
場
」
か
ら
も
似
た
よ
う
な
状
況
が
察
せ
ら
れ
る
。
事
件
の

「容
疑
者
」
と
し
て
都
内
の
朝
鮮
人
多
数
が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
報
道

写
真
に
、

『毎
日
新
聞
』
は

「ぐ

っ
す
り
寝
入
っ
て
い
る
子
供
を
背
に
逮
捕
さ

れ
て
行
く
母
、
そ
の
名
は
や
さ
し
い
が
、
彼
女
も
ま
た
暴
力
革
命
の
前
衛
で
あ

る
。
そ
の
証
拠
に
は
捜
査
隊
が
ウ
ム
を
い
わ
さ
ず
か
け
た
手
錠
が
す
べ
て
を
物

語
っ
て
い
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
た
。
著
者
が
太
字
で
示
し
た
後
半

部
分
か
ら
は
敗
戦
後
数
年
と
は
い
え
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
権
力
に
対

す
る
距
離
感
を
測
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、　
一
九
五
〇
年
の
レ
ッ
ド
パ
ー

ジ
や
同
じ
頃
の
米
国
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
こ
の
時
期
特
有

の
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
新
聞
報
道
の

一
端
か
ら
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
期
の
新
聞
報
道
に
つ
い
て
は
、
下
山
事
件
を
素
材
に
著
者
自
ら
も

「新
聞
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か
ら
何
を
学

ぶ
か

―
―
下
山
事
件
と
歴
史
学
方
法
論

―

」

（
一
九
五
〇
年

三
～

一
五
頁
）
に
お
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
本
論
文
は
事
件
直
後
に

「新

聞
が
持
つ
現
代
史
の
史
料
と
し
て
の
性
格
を
検
討
し
て
み
た
い
」
と
し
て
構
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は

「新
聞
は
事
件
そ
れ
自
体
の
史
料
と
し
て
の
信

憑
性
に
よ
し
乏
し
か
ろ
う
と
も
、
む
し
ろ
そ
の
故
に
却

っ
て
右
の
点

〔事
件
そ

の
も
の
の
意
義
と
背
後
に
あ
る
社
会
的
趨
勢
と
の
関
連
〕
に
関
し
て
は
き
わ
め

て
高
い
史
料
的
価
値
を
持

っ
て
い
る
」
と
し
て
事
件
前
後
約

一
ヵ
月
の
記
事
見

出
を
列
挙
し
、
日
々
の
政
治
情
勢
が
事
件
に
与
え
る
影
響
を
論
じ
た
。
現
在
の

新
聞
報
道
を
考
え
る
に
際
し
て
も
示
唆
的
な
内
容
を
も

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
見
出
し
か
ら
は
、
か
つ
て
の
新
聞
が

「警
察
力
の
強
化
を
急
げ
」

（
『読
売

新
聞
』
）

「頼
る
は
警
察
力
」

（
『毎
日
新
聞
』
）
な
ど
と
題
し
た
社
説
を
掲

げ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
時
の
報
道
体
制
に
加
え
ら
れ
て
い
た
外
部
か

ら
の
圧
力
を
考
慮
し
て
も
、
新
聞
自
体
が
早
ん
で
い
た
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に

な

っ
て
こ
よ
う
。

著
者
は
ま
た
、
下
山
事
件
報
道
の
分
析
を
通
し
て
新
聞
の
中
立
性

・
不
偏
不

党
と
い
う
虚
偽
性
に
つ
い
て
も
触
れ
、
報
道
に
も

「独
自
の
政
治
的
立
場
」
は

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
藤
原
彰
が

「解
説
」

の
な
か
で
、

「批
判
の
立
場
と
し
て
の
政
治
性
」
を
強
調
す
る
内
容
は
、

「
こ

の
時
の
緊
張
し
た
政
治
意
識
の
あ
ら
わ
れ
」
で
あ
る
と
し
て
、

「民
主
化
運
動
」

に
厳
し
か
っ
た
社
会
背
景
に
本
稿
の
主
張
を
帰
着
さ
せ
た
。
た
し
か
に
著
者
自

身
、

「自
分
の
論
文
の
存
在
理
由
は
、
執
筆
当
時
に
と
っ
て
持
つ
意
味
に
つ
き

る
」

（
「あ
と
が
き
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
性
か
ら
中
立
な
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
真
に
客
観
的
な
報
道
、
と
い
っ
た
発
想
の
無
意
味
さ
と
危
険

性
を
い
ち
早
く
指
摘
し
て
い
た
本
稿
は
、
政
治
情
勢
の
変
化
と
は
関
わ
り
な
い

本
質
的
な
側
面
を
捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
昨
今
の

「政
治
改
革
」

「
コ
メ

問
題
」
を
め
ぐ

っ
て
マ
ス
コ
ミ
が
担

っ
た

（担

っ
て
い
る
）
役
割
を
顧
み
て
も
、

そ
れ
は
あ
ら
た
め
て
認
め
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
犯
罪
報
道
の
あ
り
方

一

つ
を
と
っ
て
も
、
今
日
の
新
聞
が
内
包
す
る
問
題
点
が
い
た
っ
て
歴
史
的
で
あ

る
こ
と
を
本
書
は
示
唆
し
て
い
る
。

（四
）

「あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
著
作
集
に
は
著
者
が
目
指
し
て
き
た

「
い
わ

ば

「歴
史
評
論
」
と
し
て
の
息
づ
か
い
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
捨
て
が
た
か
っ

た
」
論
文
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
本
巻
に
は
文
字
通
り
の

「歴
史
評

論
」
の
数
々
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
現
代
史
を
歩
ん
で
き
た
歴
史
家
の

「息
づ

か
い
」
、
さ
ら
に
は
情
念
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
今
回
、
そ
の
歴
史
的

評
論
の
い
く

つ
か
を
恣
意
的
な
視
点
か
ら
と
り
あ
げ
て
み
た
。
誤
解
を
恐
れ

ず
引
用
を
重
ね
、
著
者
の
意
図
を
損
な

っ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
少
な
く
な
い
と

思
う
が
、
本
書
を
単
な
る

「記
録
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、
今
後
の
歴
史
学
さ
ら
に

は
知
識
人
の
あ
り
方
を
考
え
る
手
引
き
と
し
て
い
く
た
め
の
筆
者
な
り
の
試
み

の
つ
も
り
で
あ
る
。
著
者

。
読
者
の
ご
寛
恕
を
願
い
た
い
。
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