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私
が
、
「
歴
史
小
説
」
に
熱
中
し
た
の

は
、
友
人
か
ら
薦
め
ら
れ
た
司
馬
遼
太
郎

の
『
播
磨
灘
物
語
』
を
読
ん
で
か
ら
で
あ

る
。
豊
臣
秀
吉
の
軍
師
と
云
わ
れ
た
「
黒

田
官
兵
衛
」
を
描
い
て
い
る
。 

 

歴
史
上
の
人
物
を
主
人
公
に
し
て
、
そ

の
人
物
や
取
巻
き
の
家
臣
・
戦
の
背
景
や

真
相
等
、
史
実
を
丁
寧
に
研
究
・
調
査
し

作
品
を
作
り
上
げ
て
お
り
、
そ
の
緻
密
さ

と
発
想
力
や
展
開
力
に
感
動
す
る
ば
か

り
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
司
馬
遼
の
作
品
の

魅
力
に
惹
か
れ
数
多
く
読
ん
だ
。 

 

『
国
盗
り
物
語
』
は
、
織
田
信
長
の
居

城
「
岐
阜
城
」
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
、

読
む
う
ち
に
趣
味
の
「
城
巡
り
」
に
拍
車

が
か
か
り
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
武
将
達

の
こ
と
を
思
い
、
時
代
背
景
や
戦
の
内
容

等
を
紐
解
き
な
が
ら
数
多
く
の
城
郭
を

訪
ね
た
。 

 

新
幹
線
で
名
古
屋
か
ら
大
阪
に
向
か

う
右
側
に
「
関
ヶ
原
古
戦
場
跡
」
の
看
板

が
見
え
る
。
司
馬
遼
の
『
関
ヶ
原
』
の
舞

台
で
あ
る
。
徳
川
家
康
と
石
田
三
成
の
天

下
分
け
目
の
戦
い
で
あ
る
。
今
ま
で
に
４

回
訪
れ
た
。
東
軍
・
西
軍
の
各
陣
営
の
置

か
れ
た
場
所
を
巡
っ
た
が
、
後
の
明
治
政

府
の
軍
事
顧
問
ド
イ
ツ
人
の
ク
レ
メ
ン

ス
・
メ
ッ
ケ
ル
少
佐
は
布
陣
図
を
見
た
瞬

間
に
西
軍
の
勝
利
を
即
答
し
た
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
、
山
や
丘
を
巧
み
に
活
用
し
た

「
鶴か

く

翼よ
く

の
陣
」
を
構
え
て
い
た
。
現
地
で
、

西
軍
三
成
の
陣
「
笹
尾
山
」
と
東
軍
黒
田

長
政
の
陣
「
岡
山
」
か
ら
臨
む
と
そ
の
言

葉
が
理
解
で
き
る
。 

 
こ
の
戦
は
、
小
早
川
秀
秋
の
裏
切
り
に

よ
り
東
軍
を
勝
利
に
導
い
た
。
関
ヶ
原
の

合
戦
に
よ
り
日
本
の
歴
史
は
大
き
く
動

い
た
。
信
長
か
ら
家
康
に
至
る
ま
で
の
間

の
、
各
大
名
の
心
の
動
き
や
駆
け
引
き
、

取
巻
き
の
武
将
や
女
性
た
ち
の
言
葉
や

心
の
葛
藤
等
が
手
に
取
る
よ
う
に
描
か

れ
て
お
り
、
司
馬
遼
作
品
が
喝
采
を
浴
び

る
所
以
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
後
も
他
の
作
家
の
戦
国
武
将
物

や
軍
師
物
を
数
多
く
読
破
し
た
が
、
最
近

は
「
時
代
小
説
」
を
読
む
こ
と
が
多
い
。

歴
史
上
の
人
物
を
配
し
な
が
ら
も
主
人

公
を
庶
民
や
下
級
武
士
と
し
、
そ
の
哀
歓

を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
池
波
正
太
郎
や

藤
沢
周
平
等
の
「
剣
豪
小
説
」「
捕
物
帖
」

な
ど
の
作
品
も
熱
中
し
て
読
ん
だ
。 

 

退
職
後
は
時
間
の
ゆ
と
り
も
あ
り
週

一
回
の
図
書
館
通
い
が
日
課
と
な
っ
て

い
る
。 

 

最
近
先
輩
か
ら
、
「
葉は

室む
ろ

麟り
ん

の
小
説
は

面
白
い
ぞ
！
」
と
薦
め
ら
れ
た
。
挑
戦
し

て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

歴
史
・時
代
小
説
に
心
惹
か
れ 
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小
指
の
思
い
出 

 

「
あ
な
た
が
噛
ん
だ
小
指
が
い
た

い
…
」
何
年
か
前
に
流
行
っ
た
甘
い
歌

声
を
今
も
お
ぼ
え
て
い
る
。
だ
が
、
私

の
小
指
の
思
い
出
は
、
そ
ん
な
甘
い
も

の
で
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
は
ず
み

で
、
小
指
を
骨
折
し
た
こ
と
で
す
。 

そ
の
日
は
、
来
客
と
一
緒
に
楽
し
い

酒
宴
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
ご
ろ
立
ち
上

が
り
、
用
事
を
す
ま
し
振
り
返
り
ざ

ま
、
床
に
右
手
甲
を
つ
い
て
ス
ッ
テ
ン

コ
ロ
リ
。
来
客
の
前
で
、
痛
か
っ
た
け

ど
テ
レ
も
あ
り
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
て
見

送
っ
た
。
翌
日
、
整
形
外
科
医
で
診
察

を
受
け
る
と
骨
折
と
診
断
さ
れ
シ
ョ

ッ
ク
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
見
る
と
手
首
の

付
け
根
か
ら
五
本
の
骨
が
写
し
出
さ

れ
、
小
指
に
つ
な
が
る
甲
の
骨
が
、
た

し
か
に
、
な
な
め
に
折
れ
て
い
る
ス
ジ

が
見
え
る
。
正
し
く
は
、「
右
第
五
中

ち
ゅ
う

手し
ゅ

骨こ
つ

骨
折
」
と
い
う
そ
う
だ
。
打
撲
の

薬
を
塗
ら
れ
、
小
さ
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
ギ
プ
ス
が
手
の
甲
を
く
る
む
よ
う

に
包
ま
れ
た
。 

 

た
か
が
小
指
と
強
気
で
い
た
が
、
ど

う
も
痛
い
。
普
段
小
指
な
ん
て
い
つ
も

使
っ
て
い
な
い
の
に
と
思
っ
た
ら
、
そ

う
は
い
か
な
い
。
箸
は
つ
か
え
な
い
。

ビ
ン
の
蓋
が
廻
せ
な
い
、
タ
オ
ル
が
し

ぼ
れ
な
い
。
長
い
こ
と
使
っ
た
右
手
な

の
で
、
そ
れ
で
は
少
し
休
ま
せ
て
あ
げ

よ
う
と
、
左
手
の
出
番
に
し
た
が
、
ま

た
こ
の
左
手
が
一
向
に
役
に
た
た
な

い
。
食
事
の
時
は
、
フ
ォ
ー
ク
や
ス
プ

ー
ン
で
幼
児
型
に
な
っ
た
が
、
ど
う
も

納
豆
を
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
や
、
お
蕎
麦

を
食
べ
る
の
は
や
や
抵
抗
が
あ
っ
た
。 

そ
ん
な
わ
け
で
し
ば
ら
く
は
、
な
ま

け
つ
い
で
に
掃
除
な
ど
は
な
る
べ
く

省
略
。
や
っ
と
右
手
で
お
箸
を
つ
か
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
か
月
も
あ

と
だ
。 

こ
れ
で
感
じ
た
の
は
、
小
指
も
身
体

の
一
部
で
、
大
切
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
コ
ユ
ビ
ち
ゃ
ん
ゴ
メ
ン
ナ
サ

イ
！
私
の
小
指
の
思
い
出
で
し
た
。 

（
最
上
町 

田
中 

育
子
） 

 

日
本
の
主
役
は
、
戦
後
生
ま
れ
の

ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
だ
っ
た
。
か
つ
て
、

こ
の
世
代
を
「
団
塊
の
世
代
」
と
著
者

は
名
づ
け
た
。
そ
し
て
、
今
や
生
産
年

齢
を
脱
し
つ
つ
あ
る
団
塊
の
世
代
に

焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
本
を
書
い
て

い
る
。
平
成
30
年
に
は
、
団
塊
の
世
代

は
老
い
つ
つ
あ
り
、
日
本
も
老
い
つ

つ
あ
る
。
日
本
の
発
展
は
、
世
界
史
の

中
の
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
事
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

著
者
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

『
「
予
測
小
説
」
は
警
世
の
書
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
あ
っ
て
欲

し
く
な
い
未
来
」
を
描
く
。
私
（
堺
屋
）

に
と
っ
て
、
平
成
30
年
に
「
最
も
あ
っ

て
欲
し
く
な
い
日
本
」
は
、「
何
も
し

な
か
っ
た
日
本
」
だ
。
本
書
で
は
、
ま

ず
、
こ
の
状
況
が
今
後
も
続
く
こ
と

を
想
定
し
て
、
十
数
年
後
の
日
本
を

現
実
的
に
描
く
よ
う
に
努
め
た
。
』 

著
者
は
平
成
30
年
の
日
本
を
予
測

し
た
が
、
平
成
の
元
号
も
、
ま
た
、
本

人
の
生
涯
も
、
平
成
30
年
と
共
に
幕

を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。 

（
王
子
台 

若
岡 

照
秋
） 

 

  

小
説 

『
平
成
三
十
年
』 

 

―
著
者 

堺
屋
太
一
を
偲
ぶ
― 

  

昨
年
、
平
成
30
年
に
な
っ
た
の
を

機
に
、
堺
屋
太
一
の
『
平
成
三
十
年
』

を
読
み
直
し
て
み
た
。 

本
書
は
、
平
成
９
年
朝
日
新
聞
に

連
載
、
そ
の
後
、
平
成
14
年
に
単
行
本

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
上
巻
「
何
も
し

な
か
っ
た
日
本
」
下
巻
「
天
下
分
け
目

の
改
革
合
戦
」
と
題
し
、
平
成
30
年
の

日
本
を
予
測
し
た
小
説
で
あ
る
。 

主
人
公
の
木
下
和
夫
（
産
業
情
報

省
調
査
課
長
、
43
歳
）
の
生
活
を
通
し

て
、
平
成
30
年
の
日
本
の
姿
を
描
い

て
い
る
。 

平
成
30
年
の
日
本
は
、
八
方
ふ
さ

が
り
の
状
況
に
あ
る
。
円
安
が
進
ん

で
１
ド
ル
２
５
０
円
、
国
際
収
支
は

５
０
０
億
ド
ル
の
赤
字
、
国
の
収
支

は
大
幅
に
膨
張
し
て
３
０
７
兆
円

に
、
そ
の
う
ち
77
兆
円
は
不
足
し
て

い
て
国
債
に
依
存
し
て
い
る
。
消
費

税
は
12
％
で
、
さ
ら
に
20
％
へ
と
引

き
上
げ
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。 
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北
ス
ペ
イ
ン
紀
行 

 

サ
ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
で
バ
ル
巡
り 

  

最
近
サ
ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
と
い
う

地
名
を
よ
く
耳
に
す
る
。
世
界
一
の
美

食
の
街
で
、
ピ
ン
チ
ョ
ス
と
い
う
小
皿

料
理
が
並
ぶ
バ
ル
を
は
し
ご
す
る
ら

し
い
。
こ
こ
な
ら
、
か
ね
て
よ
り
思
い

を
馳
せ
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
巡
礼
の
旅

の
フ
ラ
ン
ス
側
起
点
に
近
く
、
語
学
学

校
に
通
え
ば
ス
ペ
イ
ン
語
も
少
し
は

上
達
す
る
か
も
。
そ
し
て
、
妻
の
目
を

気
に
せ
ず
毎
日
バ
ル
巡
り
だ
。
一
石
三

鳥
と
は
こ
の
こ
と
か
。 

６
月
２
日
、
列
車
を
降
り
歴
史
を
感

じ
る
街
を
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
に
向
か

う
。
こ
こ
で
２
週
間
生
活
す
る
と
思
う

と
胸
が
高
鳴
っ
た
。 

語
学
学
校
の
授
業
は
一
日
３
時
間

だ
が
、
終
わ
る
と
グ
ッ
タ
リ
だ
。
夕
食

時
に
は
、
ホ
ス
ト
マ
ザ
ー
が
色
々
と
話

し
か
け
て
く
る
。
お
陰
で
、
街
に
出
て

も
会
話
に
臆
す
る
こ
と
は
無
く
な
っ

た
が
。 

授
業
を
１
時
に
終
え
る
と
、
市
街
に

人
間
ケ
イ
ン
ズ 

  

ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ

と
い
う
、
英
経
済
学
者
と
し
て
有
名

な
人
物
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼

は
経
済
誌
の
編
集
や
銀
行
業
、
政
策

担
当
に
も
携
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

多
面
的
な
「
実
務
家
」
の
印
象
が
強

い
。
そ
し
て
時
と
状
況
に
応
じ
て
持

論
を
変
更
す
る
「
柔
軟
な
思
考
」
の
持

ち
主
で
も
あ
っ
た
。 

彼
の
社
会
人
生
活
の
ス
タ
ー
ト
の

場
は
（
日
本
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に
あ

た
る
）
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
。
当
時

の
文
官
試
験
に
１
位
で
通
っ
た
者
が

大
蔵
省
を
選
択
し
た
た
め
、
２
位
の

ケ
イ
ン
ズ
は
イ
ン
ド
省
に
就
職
し

た
。
学
生
時
代
か
ら
国
家
公
務
員
時

代
に
も
哲
学
の
研
究
を
継
続
し
て
お

り
イ
ン
ド
省
在
職
中
に
一
度
フ
ェ
ロ

ー
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
研
究
員
）
資

格
申
請
論
文
が
棄
却
さ
れ
る
が
、
イ

ン
ド
省
を
退
職
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
の

講
師
を
し
な
が
ら
研
究
に
集
中
し
て

論
文
を
再
提
出
し
て
認
め
ら
れ
、
フ

 

１
０
０
軒
以
上
あ
る
と
い
う
バ
ル
を

覗
い
て
回
る
。
ど
こ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に

も
、
多
彩
な
素
材
を
組
合
せ
た
そ
の
店

独
自
の
小
皿
が
所
狭
し
と
並
び
、
色
ど

り
や
盛
付
け
は
眩
い
ば
か
り
だ
。
私
の

お
気
に
入
り
は
ヒ
ル
ダ
と
呼
ば
れ
る
、

オ
リ
ー
ブ
の
実
と
ア
ン
チ
ョ
ビ
と
酢

漬
け
の
青
唐
辛
子
を
使
っ
た
定
番
の

物
だ
が
、
地
元
の
微
発
泡
白
ワ
イ
ン

「
チ
ャ
コ
リ
」
と
抜
群
に
相
性
が
良

い
。
他
に
旨
そ
う
な
二
品
を
頼
ん
で
、

１
３
０
０
円
程
だ
。 

ホ
ス
ト
先
の
息
子
が
作
る
料
理
は

絶
品
だ
。
厳
選
し
た
旬
の
素
材
を
使

い
、
そ
の
旨
味
を
う
ま
く
引
き
出
し
て

る
。
こ
の
地
方
の
男
は
、
皆
プ
ロ
並
み

だ
。
週
末
の
夜
に
は
、
親
子
で
馴
染
み

の
バ
ル
に
案
内
し
て
く
れ
た
。
ど
の
店

で
も
自
慢
の
一
品
を
試
し
た
が
、
美
味

い
の
一
言
。
私
は
、
地
元
の
も
う
一
つ

の
有
名
な
赤
ワ
イ
ン
「
リ
オ
ハ
」
を
飲

み
な
が
ら
、
こ
れ
が
一
番
経
験
し
た
か

っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
夏
の
ス
ペ
イ

ン
の
夜
は
、
９
時
を
過
ぎ
て
も
陽
は
沈

ま
な
い
。 

（
臼
井
田 

松
村 

謙
二
） 

 

ェ
ロ
ー
の
職
に
就
い
た
。 

そ
の
後
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
政
府

か
ら
パ
リ
講
和
会
議
へ
イ
ギ
リ
ス
の

大
蔵
省
代
表
と
し
て
派
遣
さ
れ
る

が
、
列
強
の
ド
イ
ツ
へ
の
過
酷
な
要

求
に
反
感
を
持
ち
条
約
成
立
後
の
36

歳
を
迎
え
た
誕
生
日
に
大
蔵
省
を
辞

任
し
て
い
る
。
直
後
に
『
平
和
の
経
済

的
帰
結
』（
１
９
１
９
）
と
い
う
著
作

を
出
版
す
る
と
、
同
著
作
は
主
に
英

米
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
内

容
は
条
約
成
立
に
関
わ
っ
た
有
力
者

た
ち
へ
の
痛
烈
な
批
判
と
同
条
約
へ

の
代
替
案
の
提
示
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
事
論
家
と
し
て
の
成
功
に
よ
り
彼

は
公
的
機
関
に
数
年
戻
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
後
年
に
は
、

『
戦
費
調
達
論
』
と
い
う
著
作
も
発

表
し
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
彼
が
ど

の
よ
う
な
信
条
を
持
っ
て
い
た
の
か

は
研
究
者
で
も
分
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
多
方
面
で
活
躍
し
た

興
味
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

異
論
が
な
い
。 （

表
町 

泉 

慎
一
） 
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あ
と
が
き 

  

山
形
県
の
鶴
岡
へ
夏
休
み
中
の
小
五
の

孫
を
伴
っ
て
、
成
田
空
港
・
庄
内
空
港
間

に
就
航
し
た
ば
か
り
の
航
空
便
で
出
か
け

ま
し
た
。 

 

鶴
岡
は
庄
内
藩
14
万
石
の
城
下
町
で
、

私
の
主
目
的
は
国
指
定
史
跡
「
庄
内
藩
校 

致ち

道
館

ど
う
か
ん

」
の
見
学
で
す
。
東
北
で
は
現
存

す
る
唯
一
の
藩
校
で
、
表
御
門
、
聖

廟

せ
い
び
ょ
う

、

講
堂
、
御
入
間

お
い
り
の
ま

な
ど
の
建
物
と
展
示
品
を 

じ
っ
く
り
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

「
佐
倉
藩
校 

成
徳
書
院
」
は
現
在
の
佐

倉
市
民
体
育
館
の
位
置
に
あ
り
ま
し
た

が
、
平
面
図
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全

体
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
の
で
、
庄
内

藩
校
な
ど
の
現
存
施
設
を
参
考
に
鳥
瞰
図

の
制
作
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

孫
の
主
目
的
は
鶴
岡
市
立
加
茂
水
族
館

ク
ラ
ゲ
ド
リ
ー
ム
館
で
す
。
ク
ラ
ゲ
の
展

示
種
類
数
世
界
一
を
誇
る
空
間
に
癒
さ
れ

る
な
ど
、
楽
し
い
夏
の
旅
で
し
た
。 

（
林 

義
之
） 

 

し
み
な
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
よ
り
早
く
６
月
下
旬
に
は
佐
倉
城

址
公
園
の
姥
が
池
の
睡
蓮
の
花
も
白
一
色

で
池
全
面
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら

も
散
歩
の
寄
り
道
と
し
て
コ
ー
ス
に
入
れ

て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
白
花
睡
蓮

池
は
他
に
見
た
事
が
な
い
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
、
白
花
の

蓮
と
睡
蓮
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
大
変
幸
せ

で
あ
る
。 

（
田
中 

敏
雄
） 

 

さ
く
ら
道 

 

印
旛
合
同
庁
舎
を
左
に
見
て
、
２
９
６

号
線
最
初
の
信
号
を
過
ぎ
た
左
側
に
フ
ァ

ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。
そ
の
反
対

右
側
は
田
畑
に
な
っ
て
お
り
、
一
部
休
耕

田
を
利
用
し
た
蓮
田
が
あ
る
。 

 

例
年
、
７
月
中
旬
か
ら
８
月
中
旬
頃
ま

で
白
花
の
蓮
が
一
斉
に
咲
き
出
す
。
早
朝

散
歩
時
に
廻
り
道
し
て
見
に
行
く
。
白
花

一
色
の
中
に
僅
か
だ
が
ピ
ン
ク
色
の
花
が

混
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
の
も
大
変
楽

１０月の黒板 


