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司
馬
遼
太
郎
の
代
表
作「
坂
の
上
の
雲
」
が
再

び
注
目
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
ス
ペ
シ
ャ
ル
ド

ラ
マ
化
し
、
３
年
に
わ
た
り
放
映
を
計
画
、
第
１

部
が
昨
年
秋
に
放
送
さ
れ
た
。
物
語
は
、
愛
媛
県

松
山
市
に
生
を
受
け
た
３
人
の
人
物
の
生
き
様
を

通
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
代
わ
っ
て

ま
だ
ま
も
な
い
、
近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
し
た

ば
か
り
の
、
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
日
本
の
姿
を
描
い

た
歴
史
小
説
だ
。

　

司
馬
遼
太
郎
が
40
代
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
費
や
し

て
完
成
さ
せ
た
作
品
。
１
９
６
８（
昭
和
43
）年
４

月
か
ら
１
９
７
２（
昭
和
47
）
年
８
月
に
わ
た
っ

て
産
経
新
聞
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
。
松
山
市
に
２

年
前
に
オ
ー
プ
ン
し
た
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
に
入
る
と
、
３
階
か
ら
４
階
の
ス
ロ
ー
プ
の
壁

一
面
に
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
坂
の
上
の
雲
」
の

記
事
コ
ピ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

　

物
語
は
、
正
岡
子
規
、
秋
山
好
古
・
真
之
兄
弟

の
３
人
の
人
物
を
中
心
に
多
く
の
人
物
を
登
場
さ

せ
な
が
ら
、
近
代
国
家
を
め
ざ
す
明
治
の
日
本
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
の

時
代
か
ら
、
明
治
維
新
を
迎
え
、
初
め
て
の
国
民

意
識
の
中
で
、
一
定
の
資
格
さ
え
と
れ
ば
、
博
士

に
も
教
員
に
も
官
吏
に
も
軍
人
に
も
な
る
こ
と
が

で
き
た
時
代
、
正
岡
子
規
は
新
聞
記
者
と
な
り
、

近
代
俳
句
、
短
歌
の
革
新
に
力
を
注
ぐ
。
一
方
、

兄
の
好
古
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
、
騎
兵
戦
術
に

つ
い
て
学
び
、
ロ
シ
ア
の
コ
サ
ッ
ク
兵
に
対
抗
で

き
る
草
創
期
の
騎
兵
を
陸
軍
で
育
て
、
弟
の
真
之

は
海
軍
で
、
世
界
一
を
誇
る
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ

ク
艦
隊
に
比
す
る
近
代
戦
術
の
基
礎
を
確
立
す

る
。
三
者
三
様
で
活
動
す
る
分
野
は
違
う
が
、
近

代
国
家
に
成
り
立
て
の
小
国
日
本
が
、
世
界
有
数

の
軍
事
大
国
ロ
シ
ア
に
挑
む
日
露
戦
争
が
勃
発
す

る
激
動
期
の
日
本
の
姿
を
世
界
的
な
ス
ケ
ー
ル
で

描
い
て
い
る
。

﹃
坂
の
上
の
雲
﹄
の
題
名
の
由
来

　
『
坂
の
上
の
雲
』と
い
う
題
名
は
、
封
建
の
世
か

ら
目
覚
め
た
ば
か
り
の
日
本
が
、
そ
こ
を
登
り
詰

め
て
さ
え
行
け
ば
、
や
が
て
は
手
が
届
く
と
思
い

焦
が
れ
た
欧
米
的
近
代
国
家
と
い
う
も
の
を「
坂

の
上
に
た
な
び
く

一
筋
の
雲
」に
例

え
た
こ
と
か
ら
来

て
い
る
。

　

封
建
の
江
戸
時

代
か
ら
明
治
に
開

国
し
て
わ
ず
か
37
年

後
に
、小
国
日
本
は
、

当
時
世
界
の
軍
事
大

国
ロ
シ
ア
と
戦
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に

陥
っ
た
。
ロ
シ
ア
帝

国
は
、
日
清
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
に
対
し
て
、
三

国
干
渉
を
テ
コ
に
圧
力
を
強
め
、
不
凍
港
を
求
め

た
『
南
進
』
政
策
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
次
の

植
民
地
の
的
を
日
本
に
絞
り
、
虎
視
眈
々
と
そ
の

機
会
を
待
っ
て
い
た
。
反
対
に
日
本
は
、
こ
う
い

う
ロ
シ
ア
の
意
図
を
肌
身
で
感
じ
つ
つ
、
祖
国
防

衛
戦
争
と
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
、
来
る
べ
き
日

露
戦
争
に
備
え
て
、
国
を
挙
げ
て
準
備
し
、
一
例

を
挙
げ
れ
ば
当
時
国
家
予
算
の
半
分
以
上
を
軍
艦

の
建
造
に
費
や
し
て
い
る
。
大
勝
せ
ず
と
も
、
負

け
な
い
準
備
を
着
々
と
行
っ
て
い
っ
た
。
陸
戦
、

そ
し
て
海
戦
両
方
で
、
日
本
は
か
ろ
う
じ
て
ロ
シ

ア
軍
と
戦
い
勝
ち
を
収
め
た
。
し
か
し
、
当
時
の

外
務
省
を
は
じ
め
と
し
た
政
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府
、
陸
海
軍
の
リ
ー
ダ
ー
達
の
日
本
国
を
守
ろ
う

と
す
る
武
士
道
精
神
を
も
と
に
し
た
比
類
無
き
敢

闘
姿
勢
、
そ
し
て
内
外
の
情
勢
を
合
理
的
に
緻
密

に
分
析
し
、
薄
氷
を
踏
む
よ
う
な
戦
略
・
戦
術
で

大
国
ロ
シ
ア
に
何
と
か
勝
ち
を
収
め
た
、
こ
の
明

治
時
代
の
日
露
戦
争
で
の
勝
利
の
正
確
な
分
析
を

せ
ず
に
、
第
２
次
大
戦
に
突
入
し
、
そ
の
結
果
、

日
本
は
敗
戦
国
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、第
二
次
大
戦
後
の
日
本
も
、省
み
れ
ば
、

「
坂
の
上
の
雲
」
を
め
ざ
し
て
、
ひ
た
す
ら
、
欧
米

に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
と
駆
け
上
っ
て
き
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
の
書
が
、
司
馬
文
学
の
最
高

傑
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
戦
後
の
日

本
の
姿
と
、
明
治
維
新
か
ら
開
国
ま
も
な
い
日
本

が
近
代
国
家
を
め
ざ
し
ひ
た
ぶ
る
に
努
力
し
、
大

国
ロ
シ
ア
に
勝
利
す
る
姿
と
酷
似
し
て
い
る
せ
い

か
も
知
れ
な
い
。

「
坂
の
上
の
雲
」の
欧
米
を
め
ざ
し

た
戦
後
の
日
本

　

第
２
次
大
戦
後
の
日
本
は
、
国
民
も
、
労
働
組
合

も
、
経
営
者
も
、
政
府
も
、
官
僚
も
、
国
を
挙
げ
て

欧
米
並
み
の
賃
金
、
生
活
を
め
ざ
し
、
追
い
つ
け

追
い
越
せ
と「
猛
烈
社
員
」、「
働
き
蜂
」、「会
社
人
間
」

と
外
国
か
ら
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
、
ひ
た
す
ら
に
、

が
む
し
ゃ
ら
に
働
き
、
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
わ

ず
か
30
年
余
で
、
世
界
第
２
位
の
経
済
大
国
に
駆

け
上
っ
た
。

　

バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
た
1
9
9
0
年
以

降
、
そ
の
日
本
が
自
信
を
失
っ
て
い
る
。
か
つ
て

１
９
７
０
年
に
日
本
の
人
口
が
１
億
人
を
突
破
し

た
40
年
前
頃
、『
一
億
総
中
流
社
会
』と
言
わ
れ
、

経
営
の
神
様
・
松
下
幸
之
助
氏
が
生
前
、
21
世
紀

中
に
資
金
ダ
ム
を
つ
く
り
日
本
の
税
金
を
無
税
に

す
る
と
い
う
「
無
税
国
家
論
」
を
提
唱
し
た
頃
の

面
影
は
、
国
の
借
金
が
８
０
０
兆
円
を
越
し
、
非

正
規
労
働
者
等
の
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
今
の
日

本
に
は
見
え
な
い
こ
と
は
残
念
な
こ
と
だ
。

　

江
口
克
彦
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
社
長
は
「
昔
は

『
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ
け
、
追
い
越
せ
』『
社
員
の

給
料
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
並
に
』
な
ど
遠
い
目
標
、
司

馬
遼
太
郎
さ
ん
の
言
う
『
坂
の
上
の
雲
』を
見
つ
め

て
い
た
。
そ
れ
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
成
果
主
義

に
よ
っ
て
、
政
治
家
も
経
営
者
も
理
想
な
き
者
た

ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。（
中
略
）
も
う
一

つ
、
成
果
主
義
と
共
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
入
っ
て
き

た
考
え
に
『
会
社
』
は
株
主
の
も
の
と
い
う
考
え
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
ア
メ
リ

カ
資
本
主
義
の
考
え
方
で
、
日
本
は
日
本
的
株
式

会
社
の
考
え
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
で

は
、日
本
的
株
式
会
社
の
概
念
と
は
何
か
。そ
れ
は
、

『
会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
り
、
従
業
員
の
も
の
で

あ
り
、
お
客
様
の
も
の
で
あ
り
、
世
の
中
の
も
の

で
あ
る
』と
い
う
考
え
方
で
す
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
く
の
経
営
者
が
株
主
第
一
主
義
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
成
果
が
上
が
っ
て
も
、
自
分
の
給
料
だ
け

上
げ
て
従
業
員
は
放
っ
て
お
く
こ
と
に
な
る
。
本

来
経
営
者
な
ら
自
分
の
給
料
を
抑
え
て
で
も
、
従

業
員
の
給
料
を
上
げ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が

武
士
道
で
あ
り
、
日
本
人
の
心
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
に
は
、
思
い
や
り
や
憐
れ
み
の
心
が
と
い

う
の
が
脈
々
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
流
れ
て
い
る
と
思
う
の

で
す
が
、
一
体
い
つ
頃
か
ら
経
営
者
が
社
員
の
こ

と
を
考
え
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
」（
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ

2
0
0
9
年
５
月
号
掲
載
）と
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
い
ま
か
ら
や
る
べ
き
こ
と
は
、
早
く

現
在
の
問
題
点
に
気
付
い
て
、『
坂
の
上
の
雲
』
を

掲
げ
る
こ
と
で
す
。
松
下
幸
之
助
の
言
葉
に
『
理

想
を
掲
げ
な
い
指
導
者
は
、
指
導
者
た
る
資
格
が

な
い
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
一
年

一
年
を
見
る
の
も
重
要
で
す
が
、
も
っ
と
先
を
見

据
え
な
い
と
、
大
き
な
仕
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
政

治
家
も
『
坂
の
上
の
雲
』
を
掲
げ
、
国
民
に
提
示

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

小
賢
し
い
、
卑
小
な
自
分
の
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
、

他
者
を
小
馬
鹿
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
偉

く
見
せ
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
、
人
の
不
幸

の
上
に
自
分
の
幸
せ
を
築
く
こ
と
に
何
の
た
め
ら

い
も
見
せ
な
い
日
本
人
が
、
増
え
て
き
た
よ
う
に

感
ず
る
昨
今
、
今
こ
そ
、
も
う
一
度
、
21
世
紀
の

日
本
の『
坂
の
上
の
雲
』
を
み
ん
な
で
模
索
し
、
考

え
て
、『
和
を
も
っ
て
尊
し
』
と
す
る
世
界
に
誇
れ

る
日
本
を
再
構
築
す
る
時
だ
と
感
じ
た
次
第
で
あ

る
。（
渡
辺
美
知
夫
・
記
）
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