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黒
岩
涙
香
や
読
み
残
し
て
い
た
デ
ィ
ク
ス
ン
・
カ
ー
と
い
っ
た
ミ

ス
テ
リ
と
、
歴
史
小
説
や
ら
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
ら
随
筆
や
ら
学

生
時
代
か
ら
読
ん
で
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
思
想
書
や
ら
を
交
互
に

や
っ
つ
け
、
昨
日
の
朝
か
ら
吉
川
英
治
に
か
か
っ
た
。
や
た
ら
と
詳

し
い
人
が
大
勢
い
る
の
に
、
私
と
き
た
ら
『
三
国
志
演
義
』
に
つ
い

て
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
、せ
め
て
吉
川
版
で
、

と
い
う
こ
と
で
一
気
に
せ
め
る
こ
と
に
し
た
わ
け
だ
。

有
栖
川
有
栖
「
ア
ポ
ロ
ン
の
ナ
イ
フ
」
よ
り

　

日
本
に
お
け
る
『
三
国
志
演
義
』（
以
下
、『
演
義
』）
は
、「
幸
福
」

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
「
不
幸
」
な
書
物
で
あ
っ
た
。
井
口
千
雪
『
三

国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』（
以
下
、「
本
書
」）
は
、
そ
の
「
不
幸
」
を

救
済
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

『
三
国
志
演
義
』
の
「
幸
福
」

竹
内　

真
彦

Book Review

A5判　496頁
汲古書院
［本体 10000円+税］

　

具
体
的
に
本
書
の
内
容
に
触
れ
る
前
に
、
日
本
に
お
け
る
、『
演
義
』

を
め
ぐ
る
状
況
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
〈
三
国
志
〉と
い
う
存
在
が
、中
国
発
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
り
な
が
ら
、

現
代
日
本
で
高
い
認
知
度
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、多
言
を
要
す
ま
い
。

そ
し
て
、
元
来
は
中
国
正
史
の
一
で
あ
る
『
三
国
志
』
に
端
を
発
し
な

が
ら
、〈
三
国
志
〉
の
物
語
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
演
義
』
発

祥
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
。

　

三
〇
年
程
前
ま
で
、
日
本
に
お
い
て
〈
三
国
志
〉
と
言
え
ば
、
吉
川

英
治
の
小
説
『
三
国
志
』（
以
下
、「
吉
川
三
国
志
」）
を
指
す
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
吉
川
が
執
筆
の
際
、
主
た
る
原
拠
と
し

た
の
は
『
通
俗
三
国
志
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
元
禄
年
間
に
刊
行
さ

れ
た
『
演
義
』
の
本
邦
初
訳
で
あ
る
。

　

吉
川
三
国
志
は
、
そ
の
序
盤
こ
そ
吉
川
の
創
意
に
富
ん
だ
物
語
が
展

井
口
千
雪
著

三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
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開
さ
れ
る
が
、
読
み
進
む
ほ
ど
に
『
通
俗
三
国
志
』
に
近
づ
い
て
ゆ

く
。
武
断
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
序
盤
以
外
で
は
、
諸
葛
孔
明
の
死

で
物
語
を
終
え
る
点
の
み
が
、
吉
川
三
国
志
に
お
け
る
独
創
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
吉
川
三
国
志
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
〈
三
国
志
〉
の
物
語
と
は
、『
演
義
』
の
物
語
に
他
な
ら
な
い
。

〈
三
国
志
〉
の
認
知
度
の
高
さ
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、『
演
義
』
は
、
吉

川
三
国
志
を
媒
介
と
し
て
、
近
代
以
降
の
日
本
に
あ
っ
て
広
く
読
者
を

獲
得
し
た
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、『
演
義
』
は
「
幸
福
」

な
書
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
吉
川
三
国
志
を
媒
介
と
す
る
か
ら
こ
そ
、『
演
義
』

そ
の
も
の
は
読
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
吉
川
三
国
志
以

降
、
孔
明
の
死
後
を
扱
う
小
説
が
幾
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
（
柴
田

錬
三
郎
作
品
な
ど
）、
そ
の
際
、「
新
し
い
三
国
志
」
と
し
て
認
識
さ
れ

る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
容
を
閲
し
て
み
る
と
、

少
な
く
と
も
物
語
の
基
調
は
、『
演
義
』
の
終
盤
と
一
致
す
る
も
の
が

多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
演
義
』
そ
の
も
の
が
読
ま
れ

て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
新
し
い
」
と
評
価
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
『
演
義
』
そ
の
も
の
が
読
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
、
も
う
一
つ
の
理
由

が
、
正
史
『
三
国
志
』（
以
下
、「
正
史
」）
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
も
多

言
を
要
す
ま
い
が
、
三
世
紀
末
に
、
西
晋
の
陳
寿
が
著
し
た
史
書
で
あ

り
、
現
在
で
は
陳
寿
の
死
後
一
三
〇
年
ほ
ど
経
っ
て
附
け
ら
れ
た
裴
松

之
の
註
と
と
も
に
読
ま
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。『
演
義
』
の

成
立
年
代
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
一
六
世
紀
前
半
よ
り
遡
ら
ぬ
方
が
無

難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
裴
松
之
註
を
含
め
て
も
、
正
史
は
、『
演
義
』
よ

り
も
千
年
以
上
前
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
な
れ
ば
、
後
漢
末
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
の
、「
歴
史
的
事
実
」

を
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
正
史
こ
そ
、
読
む
べ
き
書
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。『
演
義
』
は
所
詮
「
歴
史
小
説
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

め
ぐ
り
合
わ
せ
の
悪
い
こ
と
に
、
正
史
の
邦
訳
刊
行
は
、
吉
川
三
国

志
の
登
場
以
降
、随
分
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
筑
摩
書
房『
世

界
古
典
文
学
全
集
』
の
一
冊
と
し
て
『
三
国
志
』
第
一
冊
が
刊
行
さ
れ

た
の
は
一
九
七
七
年
、
最
後
の
第
三
冊
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
八
九

年
の
こ
と
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
吉
川
三
国
志
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
四
三

年
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
初
の
単
行
本
は
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
六
年
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
）。
日
本
人
に
と
っ
て
、
正
史
は
、「
歴
史
小
説
」

で
あ
る
『
演
義
』
に
千
年
以
上
先
行
す
る
「
史
書
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

吉
川
三
国
志
よ
り
も
「
新
し
い
」
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
、
吉
川
三
国
志
（
あ
る
い
は
そ
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
た
る
作
品
群
）
に

よ
っ
て
〈
三
国
志
〉
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
た
読
者
の
多
く
は
、
正

史
に
興
味
を
向
け
た
。
換
言
す
れ
ば
、『
演
義
』
は
、
吉
川
三
国
志
と

正
史
に
よ
っ
て
、読
ま
れ
る
機
会
を
奪
わ
れ
て
来
た
。
評
者
が
、『
演
義
』
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を
「
不
幸
」
な
書
で
あ
る
、
と
い
う
所
以
で
あ
る
。

　

学
術
的
研
究
に
眼
を
向
け
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
は
、
日
本
国
内
に

お
け
る
『
演
義
』
研
究
が
隆
盛
で
あ
っ
た
、と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。『
演

義
』を
主
題
と
し
た
専
著
に
限
っ
て
も
、金
文
京『
三
国
志
演
義
の
世
界
』

（
東
方
書
店
、一
九
九
三
、二
〇
一
〇
年
に
増
補
版
が
刊
行
）
と
井
波
律
子
『
三

国
志
演
義
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
四
）
と
い
う
二
冊
の
入
門
的
学
術
書
、

お
よ
び
、
そ
れ
ま
で
の
版
本
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
中
川
諭
『「
三
国

志
演
義
」
版
本
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、一
九
九
八
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

無
論
、そ
の
後
も
『
演
義
』
研
究
が
停
滞
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
集
大
成
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
中
川
の
著
作
が
劃
期
と
な
り
、

日
本
国
内
の
研
究
者
に
よ
る
学
術
的
専
著
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
も

事
実
で
あ
る
。
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
井
口
千
雪
に
よ
る
本
書
は
、
二
一

世
紀
初
の
、
日
本
に
お
け
る
『
三
国
志
演
義
』
研
究
書
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

以
下
に
、
本
書
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
。

　

序　

章　

諸
版
本
の
体
裁
か
ら
見
た
刊
行
経
緯
と
受
容
の
あ
り
方

　

	

導
論
篇
（
第
一
章　

成
立
と
展
開
―
段
階
的
成
立
の
可
能
性
―
）

　

前　

篇　
「
原
演
義
」
か
ら
諸
版
本
へ
（
第
二
章
～
第
四
章
）

　

	

後　

篇　
「
羅
貫
中
原
本
」
の
成
立
と
「
原
演
義
」
へ
の
発
展

　
　
　
　
（
第
五
章
～
第
七
章
）

　

結　

語

　

紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
序
章
に
つ
い
て
は
措
く
。
導
論
篇
で
、
前
篇

と
後
篇
の
梗
概
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
、
前
篇
と
後
篇
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

　

前
篇
と
後
篇
の
テ
ー
マ
と
し
て
現
れ
る
、「
原
演
義
」
と
「
羅
貫
中

原
本
」
と
い
う
用
語
に
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
説

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
が
何
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

も
明
ら
か
と
な
る
。

　

ま
ず
、「
原
演
義
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
、
現
在
発
見
さ
れ
て

い
る
『
演
義
』
版
本
の
中
、「
原
作
（
＝
全
て
の
版
本
の
祖
本
）」
だ
と
断

定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
演
義
』
の
版
本
研
究
で

は
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
異
同
や
周
辺
情
報
に
よ
り
、
こ
れ
を
整
理

し
、系
統
づ
け
よ
う
と
意
図
し
て
来
た
。
先
に
挙
げ
た
中
川
の
著
作
が
、

そ
の
集
大
成
と
な
る
。

　

ま
だ
駆
け
出
し
の
研
究
者
と
言
っ
て
も
よ
い
井
口
千
雪
が
見
よ
う
と

し
て
い
る
の
は
、
そ
の
先
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
、
存
在
が
措
定
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
「
原
作
」
を
、「
原
演
義
」
と
称
し
、「
そ
れ
が

ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
」
を
、
比
較
的
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
と

さ
れ
る
三
種
の
版
本
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
き

出
そ
う
と
す
る
。

　
「
異
な
る
版
本
の
テ
キ
ス
ト
比
較
」
と
い
う
方
法
自
体
は
、
版
本
研

究
の
基
本
で
あ
る
。
井
口
の
研
究
で
驚
嘆
す
べ
き
は
、そ
の
「
徹
底
性
」
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に
あ
る
。
井
口
は
曰
う
。

　
　

	
筆
者
は
、
葉
逢
春
本
に
嘉
靖
壬
午
序
本
の
異
同
を
一
字
一
句
書
き

込
む
作
業
を
行
っ
た
上
で
、
簡
本
系
諸
本
の
一
つ
劉
龍
田
喬
山
堂

本
（
以
下
劉
龍
田
本
）
に
つ
い
て
も
異
同
を
葉
逢
春
本
に
書
き
込

む
作
業
を
行
っ
た
。（
一
八
六
頁
）

　
「
言
う
は
易
し
」
で
あ
る
。
試
み
に
『
演
義
』
嘉
靖
壬
午
序
本
の
字

数
を
計
数
し
た
と
こ
ろ
、
五
五
万
を
遙
か
に
超
え
る
。
三
種
に
限
っ
た

と
は
言
え
、
そ
の
一
字
一
字
を
比
較
し
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

井
口
自
身
の
言
う
よ
う
に
、
全
篇
に
つ
い
て
作
業
が
終
わ
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、「
四
分
の
一
ほ
ど
を
終
え
た
」（
一
三
九
頁
）
段
階
で

は
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
得
ら
れ
た
も
の
は
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
を
逐

一
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、「
第
四
章　

関
索
説
話
に
関
す
る
考
察
」

に
だ
け
は
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

関
索
は
、
関
羽
の
三
男
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
史
書
に
は
現
れ
な
い

架
空
の
人
物
で
あ
る
。現
在
の
通
行
本
で
あ
る『
演
義
』毛
宗
崗
本
で
は
、

第
八
十
七
回
、
孔
明
の
南
蛮
征
伐
の
出
陣
に
際
し
て
、
唐
突
に
現
れ
て

従
軍
し
、
い
く
ら
か
の
活
躍
を
し
た
後
、
姿
を
消
す
（
死
ぬ
わ
け
で
は

な
い
）。
父
で
あ
る
関
羽
の
死
に
際
し
て
も
名
が
現
れ
ぬ
こ
と
や
、
南

蛮
征
伐
後
の
北
伐
で
は
、
彼
の
兄
に
あ
た
る
関
興
（
こ
ち
ら
は
史
書
に
も

現
れ
る
）
が
活
躍
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
登
場
も
退
場
も
唐
突
で
あ

る
観
は
免
れ
な
い
。

　

ま
た
、
古
態
を
留
め
る
と
さ
れ
て
来
た
、
葉
逢
春
本
に
も
嘉
靖
壬
午

序
本
に
も
関
索
は
登
場
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
演
義
』
の
流
伝
過
程

の
中
で
「
後
補
」
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

た
だ
、「
後
補
」
と
考
え
る
と
、
大
き
な
問
題
が
一
つ
残
る
。
関
索

説
話
は
、
大
き
く
三
分
さ
れ
る
『
演
義
』
の
版
本
系
統
の
中
、
二
系
統

に
跨
が
っ
て
、
ほ
ぼ
同
じ
形
で
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
矛
盾
な
く
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
後
補
」
で
は
な
く
「
原
演
義
」

の
段
階
で
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
明
快
で
あ
る
。
し
か

し
、
と
す
れ
ば
、
古
態
を
伝
え
る
は
ず
の
葉
逢
春
本
と
嘉
靖
壬
午
序
本

と
に
関
索
説
話
が
無
い
理
由
を
説
明
し
難
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来

の
研
究
で
は
、「
原
演
義
」
の
段
階
で
関
索
説
話
が
存
在
し
た
、
と
の

見
解
が
採
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、「
原
演
義
」
の
段
階
で
関
索
説
話
が
存
在

し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
葉
逢
春
本
と
嘉
靖
壬
午
序

本
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
」
関
索
説
話
を
削
除
し
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

卓
見
で
あ
り
、『
演
義
』
研
究
の
積
年
の
課
題
が
解
決
し
た
、
か
に

見
え
る
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
に
限
れ
ば
、
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
、
と
も

思
う
。
中
川
（
従
来
の
定
説
）
は
、
葉
逢
春
本
の
属
す
る
系
統
と
劉
龍

田
本
の
属
す
る
系
統
の
祖
本（
Ａ
）を
ま
ず
想
定
し
、嘉
靖
壬
午
序
本
や
、

劉
龍
田
本
に
類
似
し
た
関
索
説
話
を
収
録
す
る
周
曰
校
本
な
ど
の
系
統

は
、
こ
の
祖
本
以
前
に
分
岐
し
た
、
と
の
立
場
を
採
る
。
で
あ
れ
ば
こ
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そ
、
二
つ
の
系
統
に
跨
が
っ
て
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
、
関
索
説
話
が

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
劉
龍
田
本
と
嘉
靖
壬
午
序
本
（
と
周
曰
校
本
）

に
共
通
す
る
祖
本
（
Ｂ
）
を
想
定
し
て
い
る
（
葉
逢
春
本
は
こ
の
祖
本
以

前
に
分
岐
）。
な
ら
ば
、
Ｂ
以
前
の
段
階
（
葉
逢
春
本
は
こ
の
流
れ
を
引
く
）

に
は
関
索
説
話
は
な
く
、
Ｂ
の
段
階
で
挿
入
さ
れ
、
嘉
靖
壬
午
序
本
の

み
が
、
関
索
説
話
を
削
除
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

評
者
が
閲
し
た
と
こ
ろ
、「
孔
明
一
擒
孟
獲
」
の
段
で
は
、
劉
龍
田

本
と
周
曰
校
本
の
文
章
が
近
似
し
、
嘉
靖
壬
午
序
本
は
、
そ
の
文
章
か

ら
関
索
の
出
現
す
る
句
を
削
除
し
た
と
思
し
い
（
逆
も
あ
り
得
る
が
）。

と
こ
ろ
が
、
葉
逢
春
本
は
、
文
章
が
大
き
く
異
な
る
。
少
な
く
と
も
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
葉
逢
春
本
が
、「
原
演
義
」
に
は
存
在
し
て
い

た
関
索
に
関
す
る
記
述
を
、
意
図
的
に
削
除
し
た
と
判
断
す
る
の
は
難

し
い
よ
う
に
思
う
。

　

だ
が
、
こ
れ
は
微
瑕
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
精
緻
な
校
合
に
基

づ
く
、「
原
演
義
」
探
求
の
論
は
、
説
得
力
に
富
む
。

　

後
篇
で
は
「
羅
貫
中
原
本
」
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

井
口
は
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
版
本
す
べ
て
の
祖
本
を
「
原
演
義
」

と
称
す
る
が
、
加
え
て
、
こ
の
「
原
演
義
」
に
も
ま
た
、
何
段
階
か
の

祖
本
が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
遡
り
得
る
最

初
期
の
段
階
を
「
羅
貫
中
原
本
」
と
称
す
る
。

　

発
見
さ
れ
て
い
な
い
「
原
演
義
」
の
更
に
前
段
階
の
姿
を
考
察
し
よ

う
と
い
う
の
だ
か
ら
、こ
れ
は
か
な
り
大
胆
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

史
書
の
利
用
方
法
を
実
証
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
誰
も
踏
み
込

み
得
な
か
っ
た
、『
演
義
』
の
原
初
形
態
を
描
き
出
す
。

　

こ
こ
も
ま
た
「
言
う
は
易
し
」
で
あ
る
。「
他
に
も
『
資
治
通
鑑
紀

事
本
末
』・『
陸
氏
通
鑑
』・『
通
鑑
節
要
』
を
比
較
対
象
と
し
て
研
究
し

た
が
、『
演
義
』
本
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
跡
は
無
か
っ
た
た
め
除

外
す
る
」（
三
四
七
頁
）
と
い
う
一
文
の
何
と
重
い
こ
と
か
。

　

後
篇
の
議
論
に
、「
屋
下
に
屋
を
架
す
」
の
嫌
い
が
無
い
と
は
言
わ

な
い
。
し
か
し
、
版
本
研
究
の
先
へ
進
も
う
と
す
る
井
口
の
意
志
は
高

く
評
価
し
た
い
。
ま
た
、『
蜀
漢
本
末
』
と
の
関
係
と
い
う
、従
来
の
『
演

義
』
研
究
で
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
事
実
を
「
発
見
」
し
た

こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

　

お
そ
ら
く
、『
三
国
志
演
義
』は
、現
時
点
で「
最
良
の
読
者
」を
得
た
。

そ
れ
は『
演
義
』に
と
っ
て
最
上
の「
幸
福
」で
あ
ろ
う
。
同
じ
く『
演
義
』

を
研
究
す
る
者
の
一
人
と
し
て
、
多
少
の
嫉
妬
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
の

『
演
義
』
の
「
幸
福
」
を
祝
福
し
た
い
。

　

願
わ
く
は
、
自
ら
が
本
書
に
続
き
た
い
、
と
心
底
思
う
。

（
た
け
う
ち
・
ま
さ
ひ
こ　

龍
谷
大
学
）


