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現
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版
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小
説
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髄
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九
）

坂

井

健

は
じ
め
に

『
小
説
神
髄
』
は
、
ご
く
簡
単
な
擬
古
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
現
代
語
訳
す
る
必
要
は
な
い
し
、
近
代
文
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
も
の
な

ら
、
当
然
、
原
書
に
あ
た
っ
て
勉
強
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の

と
お
り
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
実
際
に
、『
小
説
神
髄
』
を
原
書
の
ま
ま
読
ん

で
、
正
し
く
理
解
で
き
る
人
は
、
大
学
四
年
生
く
ら
い
で
も
ご
く
少
な
い
。
と
く

に
、
こ
の
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
、
大
学
二
、
三
年
生
で
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
こ
で
、
い
く
ら
か
無
駄
な
仕
事
に
属
す
る
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
あ
え
て
『
小
説
神
髄
』
の
現
代
語
訳
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
訳
に
ま

ち
が
い
や
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
識
者
の
叱
正
を
乞
う
。

な
お
、
注
は
、
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪
内
逍

選
集
』（
中
村
完
注
釈
、
角

川
書
店
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
）、
岩
波
文
庫
『
小
説
神
髄
』（
宗
像
和
重
解
説
、

二
〇
一
〇
年
六
月
）
に
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。

ま
た
、
柳
田
泉
『『
小
説
神
髄
』
研
究
』（
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
）
に
詳
し
い
解

説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
、
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
柳
田
氏
の
著
作
に
は
、
本
文
の
解

釈
に
相
当
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
な
る
べ
く
直
訳
を
心
が
け
た
。

日
本
近
代
文
学
大
系
は
、『
逍

選
集
』
別
冊
第
三
を
底
本
と
し
、
初
版
本

（
松
月
堂
、
明
治
一
八
〜
一
九
年
）
を
参
照
し
た
と
あ
る
。
な
お
、
柳
田
泉
氏
に

よ
る
岩
波
文
庫
本
に
初
出
と
『
逍

選
集
』
の
異
同
に
つ
い
て
の
注
記
が
あ
る
ほ

か
、
宗
像
和
重
氏
の
解
説
本
は
、『
逍

選
集
』
を
底
本
と
し
て
、
初
出
と
の
対

照
表
を
つ
け
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
若
き
日
の
逍

の
口
吻
を
髣
髴
と
さ
せ
た
い
と
思
い
、
初
出
本
に

拠
っ
た
。
本
稿
は
、『
小
説
神
髄
』
を
原
文
の
ま
ま
に
理
解
し
た
く
て
も
、
で
き

ず
に
も
ど
か
し
が
っ
て
い
る
初
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
前
号
よ
り
の
続
き
）

そ
れ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
文
章
が
こ
の
文
体
の
本
質
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

『
八
犬
伝１

）

』、『
美
少
年
録２

）

』
な
ど
は
、
こ
の
文
体
で
書
い
た
す
ぐ
れ
た
小
説
で
あ

る
。
こ
こ
に
そ
の
抜
き
書
き
を
あ
げ
る
。
読
ん
で
、
そ
の
全
体
を
推
し
量
っ
て
ほ

し
い３

）

。〇
こ
の
眉
の
上
の
ほ
く
ろ
さ
え
一
対
な
る
は
親
子
の
し
る
し
。
こ
の
子
の
顔

と
御
身
の
顔
立
ち
、
似
ず
や
似
ざ
る
や
見
給
え
、
と
言
い
つ
つ
、
鼻
紙
に

付
け
た
り
し
懐
中
鏡
を
取
り
出
し
て
、
照
ら
し
て
見
せ
つ
。
推
し
向
け
て
、

珠
よ
そ
な
た
の
父
御
（
て
て
ご
）
ぞ
や
、
抱
か
れ
給
え
、
と
掻
い
や
れ
ば
、

ま
だ
い
わ
け
な
き
珠
之
助
も
争
い
難
き
血
筋
の
恩
愛
、
父
様
（
と
と
さ

ま
）
の
う
、
と
呼
び
か
け
て
縋
る
を
や
が
て
引
き
寄
せ
て
膝
に
の
せ
た
る

瀬
十
郎
、
歎
か
ば
こ
そ
あ
れ
、
目
に
脆
き
涙
か
、
露
の
一
滴
云
々４

）

（
美
少

年
録
）

（
こ
の
眉
の
上
の
黒
子
で
さ
え
あ
な
た
と
一
対
で
あ
る
の
は
親
子
の
し
る
し

で
す
。
こ
の
子
の
顔
と
あ
な
た
の
顔
立
ち
と
が
、
似
て
い
る
か
似
て
い
な

い
か
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
と
言
い
な
が
ら
、
鼻
紙
袋
に
入
れ
て
い
た
懐

中
鏡
を
取
り
出
し
て
、
写
し
て
見
せ
て
、
子
供
を
そ
の
方
に
無
理
や
り
向

け
て
、
珠
よ
、
お
前
の
お
父
さ
ん
だ
よ
、
抱
っ
こ
し
て
も
ら
い
な
さ
い
、

と
近
く
に
寄
せ
て
や
る
と
、
ま
だ
幼
い
珠
之
助
も
、
争
う
こ
と
の
で
き
な

い
血
筋
の
恩
愛
ゆ
え
に
、
お
父
さ
ん
、
ね
え
、
と
呼
び
か
け
て
縋
り
つ
く

の
を
、
す
ぐ
に
引
き
寄
せ
て
膝
に
の
せ
た
瀬
十
郎
は
、
歎
き
は
し
た
け
れ

ど
、
目
に
脆
き
涙
か
、
露
の
云
々
）

〇
さ
ら
ば
と
い
わ
ん
。
こ
う
い
う
て
身
の
憂
き
こ
と
を
つ
げ
の
櫛
鬢
の
後
れ

毛
か
き
あ
げ
て
、
人
待
つ
縁
の
夕
化
粧
鏡
も
刀
自
に
借
り
物
と
う
ち
向
か

え
ど
も
、
影
暗
き
日
は
入
り
果
て
て
、
灯
火
の
こ
こ
に
届
か
ぬ
片
心
、
か

か
る
為
に
と
貯
え
の
座
敷
の
残
り
の
蝋

も
流
れ
渡
り
の
身
に
し
あ
れ
ど
、

よ
ろ
ず
よ
き
日
と
暦
手
の
茶
碗
を
覆
す
糸
底
に
た
て
て
彩
る
口
紅
の
笹
色

も
香
も
知
る
人
に
見
せ
な
ん
と
の
わ
ざ
な
り
云
々５

）

（
同
上
）

（
そ
う
す
れ
ば
、
あ
あ
も
言
お
う
、
こ
う
言
っ
て
、
身
の
上
の
辛
い
こ
と
を

告
げ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
そ
の
「
告
げ
」
で
は
な
い
が
、
つ
げ
の
櫛
で

鬢
の
後
れ
毛
を
か
き
あ
げ
て
、
人
を
待
ち
な
が
ら
縁
側
で
夕
化
粧
鏡
を
み

る
。
そ
の
鏡
も
、
奥
様
か
ら
の
借
り
た
も
の
だ
と
思
い
な
が
ら
そ
れ
に
向

か
う
け
れ
ど
、
顔
が
暗
く
て
は
っ
き
り
見
え
な
い
の
は
、
日
が
す
っ
か
り

暮
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
燈
火
の
明
か
り
が
こ
こ
に
は
届
か
な
い
か
ら
だ
。

こ
ん
な
時
の
た
め
に
と
思
っ
て
、
貯
え
て
置
い
た
お
座
敷
の
蝋

が
と
け

て
流
れ
て
出
し
た
。
そ
の
よ
う
な
、
渡
り
も
の
の
自
分
の
身
で
は
あ
る
け

れ
ど
、
何
に
つ
け
て
も
縁
起
の
良
い
日
で
あ
る
と
、
暦
手
の
茶
碗６

）

を
ひ
っ

く
り
返
し
、
そ
の
底
に
溶
か
し
て
彩
る
口
紅
の
青
味
の
か
か
っ
た
紅
は
、

色
も
香
も
知
る
人
に
見
せ
た
い
と
し
て
の
こ
と
な
の
だ
云
々
（
同
上
））

〇
客
も
あ
る
じ
も
下
戸
な
ら
ね
ば
、
こ
れ
よ
り
酒
盛
り
は
じ
ま
り
て
、
さ
し

つ
押
さ
え
つ
果
て
し
な
き
議
論
に
興
を
催
し
た
る
、
朱
之
助
は
は
や
ほ
ろ

酔
い
の
、
多
弁
に
任
し
て
こ
の
頃
の
憂
さ
を
し
か
じ
か
と
う
ち
か
こ
ち
て
、

仲
人
の
目
の
前
に
て
こ
う
い
え
ば
お
か
し
か
ら
ぬ
ぶ
は
む
き
に
似
た
れ
ど

も
、
姑
の
明
け
て
も
暮
れ
て
も
苦
虫
を
嚙
み
潰
し
て
、
四
角
四
面
の
気
ぐ

ら
い
高
く
、
斧
柄
（
お
の
え
）
も
ま
た
烏
と
と
も
に
起
て
糸
を
繰
り
機
を

織
る
。
こ
れ
よ
り
外
に
所
作
は
な
し
。
今
様
早
唄
こ
そ
事
ふ
り
に
た
れ
、
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説
教
弄
斎

節
を
習
い
た
り
や
と
問
え
ば
、
知
ら
ず
と
答
う
。
ま
し
て
昨

日
今
日
は
田
舎
ま
で
も
弄
ぶ
三
線
な
ん
ど
は
、
手
で
弾
く
物
や
ら
足
で
か

き
な
ら
す
物
な
る
や
、
夢
に
だ
も
見
た
る
こ
と
は
あ
ら
ず
。
た
ま
さ
か
に

も
の
い
い
か
け
て
も
、
泣
き
だ
し
た
げ
な
る
面
持
ち
し
て
返
事
を
す
る
の

み
。
余
情
も
な
く
、
寝
る
と
き
だ
に
も
三
つ
指
に
て
「
許
さ
せ
た
ま
え
」

と
い
い
な
が
ら
、
蒲
団
の
端
に
怖
そ
う
に
枕
引
き
よ
せ
て
就
寝
（
ね
ま

る
）
な
り
。
畢
竟
木
彫
り
の
人
形
と
枕
を
な
ら
ぶ
る
に
異
な
ら
ず
。
斯
て

も
夫
婦
と
い
う
べ
き
や
。
小
糠
三
合
持
つ
な
ら
ば
、
入
り
婿
に
な
な
り
そ
、

と
い
い
け
ん
。
昔
の
人
の
格
言
な
る
か
な
。
察
し
た
ま
え
、
と
侘
し
げ
に
、

意
中
を
つ
く
す
酒
興
の
述
懐
。
箭
五
郎
（
や
ご
ろ
う
）
呵
々
と
う
ち
笑
い

て
、
の
た
ま
う
趣
無
理
な
ら
ね
ど
、
世
の
こ
と
わ
ざ
に
石
の
上
に
も
三
年

と
い
う
こ
と
あ
る
な
ら
ず
や
。
さ
り
と
て
貴
所
は
入
り
婿
に
し
て
、
ま
た

世
の
入
り
婿
に
同
じ
か
ら
ず
。
今
に
も
あ
れ
主
用
を
は
た
し
た
ま
わ
ば
、

袖
う
ち
払
う
て
武
蔵
へ
か
え
り
た
ま
わ
な
ん
。
然
ら
ば
、
こ
こ
も
な
お
旅

な
り
。
つ
ま
る
所
は
、
趣
の
な
き
衒
妻
を
旅
寝
の
当
分
、
月
雇
に
せ
し
な

り
と
思
い
た
ま
わ
ば
不
足
は
あ
ら
じ
。
し
ば
ら
く
堪
忍
し
た
ま
え
か
し
、

と
い
え
ば
、
奥
手
も
う
ち
笑
い
て
、
斧
柄
さ
ま
の
お
ぼ
こ
な
る
、
そ
は
そ

の
は
ず
の
こ
と
に
侍
り
。
焦
げ
た
る
桐
も
作
ら
ね
ば
良
き
琴
に
は
な
り
侍

ら
ず
。
煤
け
し
竹
も
伐
り
て
こ
そ
め
で
た
き
笛
に
な
る
と
か
い
う
喩
え
を

お
な
ご
の
し
つ
け
方
に
て
見
し
こ
と
の
侍
り
に
き
。
斧
柄
さ
ま
も
し
か
ぞ

か
し
。
気
長
く
仕
込
み
た
ま
い
な
ば
、
つ
い
に
は
良
き
音
を
あ
ら
わ
し
て
、

暁
ご
と
に
臥
所
の
窓
の
𨻶
よ
り
し
ら
む
を
諸
共
に
、
い
と
し
み
つ
つ
離
れ

か
ね
ぬ
る
、
楽
し
き
中
に
な
り
た
ま
わ
ん
。
そ
を
教
え
ず
し
て
備
わ
ら
ん

こ
と
を
求
め
た
ま
う
は
お
ろ
か
に
こ
そ
。
さ
は
あ
ら
ず
や
と
慰
む
れ
ば

云
々
（
同
上７

）

）

（
客
も
主
人
も
下
戸
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
酒
盛
り
が
始
ま
っ
て
、
杯

を
交
わ
し
合
い
、
果
て
し
な
い
議
論
に
興
を
催
し
た
朱
之
助
は
、
は
や
く

も
ほ
ろ
酔
い
気
分
で
多
弁
に
な
る
の
に
任
せ
て
、
こ
の
頃
の
面
白
く
な
い

こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
、
仲
人
の
目
の
前
で
こ
ん
な
こ
と

を
言
う
の
は
面
白
く
な
く
、
不
適
当
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
、
姑

が
明
け
て
も
暮
れ
て
も
、
苦
虫
を
嚙
み
潰
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
て
気

位
が
高
く
、
斧
柄
も
ま
た
烏
と
と
も
に
起
き
て
糸
を
繰
り
、
機
を
織
る
。

こ
れ
よ
り
他
に
は
な
に
も
し
な
い
。
今
様８

）

、
早
唄９

）

は
古
び
て
し
ま
っ
た
が
、

説
教10

）

、
弄
斎11

）

、

節12
）

を
習
っ
た
か
と
聞
く
と
、
知
ら
な
い
と
答
え
る
。
そ

の
上
、
近
頃
は
田
舎
で
ま
で
も
楽
し
む
三
味
線
な
ど
は
、
手
で
弾
く
も
の

や
ら
足
で
か
き
な
ら
す
も
の
や
ら
夢
に
さ
え
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
た
ま

に
何
か
を
話
し
か
け
て
も
、
泣
き
出
し
そ
う
な
顔
つ
き
を
し
て
返
事
を
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
何
の
味
わ
い
も
な
く
、
寝
る
と
き
で
さ
え
も
三
つ
指

を
つ
い
て
「
お
休
み
な
さ
い
ま
し
。」
と
言
い
な
が
ら
、
蒲
団
の
端
に
怖

そ
う
に
枕
を
引
き
よ
せ
て
寝
る
の
だ
。
結
局
、
木
彫
り
の
人
形
と
枕
を
並

べ
る
の
と
変
り
は
な
い
。
こ
れ
で
も
夫
婦
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

小
糠
三
合
持
っ
た
な
ら
ば
、
入
り
婿
に
は
な
る
な
と
い
っ
た
と
か
。
昔
の

人
は
い
い
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
、
察
し
て
く
だ
さ
い
、
と
侘
し
げ
に
、

心
の
中
を
も
れ
な
く
訴
え
る
酒
の
席
で
興
に
乗
じ
た
述
懐
で
あ
る
。
箭
五

郎
は
大
声
を
あ
げ
て
笑
っ
て
、
仰
る
こ
と
は
無
理
も
な
い
が
、
世
の
こ
と

わ
ざ
に
石
の
上
に
も
三
年
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
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う
は
い
っ
て
も
あ
な
た
は
入
り
婿
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
世
の
中
の
入
り
婿

と
は
同
じ
で
は
な
い
。
今
に
も
ご
主
人
の
御
用
を
お
果
た
し
な
っ
た
な
ら

ば
、
袖
を
止
め
る
も
の
を
振
り
払
っ
て
武
蔵
へ
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
よ
い

で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
こ
こ
も
旅
な
の
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
面
白
く

な
い
女
を
旅
寝
の
あ
い
だ
月
雇
に
し
た
の
だ
と
お
思
い
に
な
っ
た
ら
不
足

は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
ば
ら
く
は
我
慢
を
な
さ
い
、
と
い
う
と
、
奥
手
も

笑
っ
て
、「
斧
柄
様
が
う
ぶ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
そ
れ
は
そ
の
は
ず

の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
焦
げ
た
桐
も
ち
ゃ
ん
と
拵
え
る
の
で
な
け
れ
ば

よ
い
琴
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
煤
け
た
竹
も
切
っ
て
こ
そ
素
晴
ら
し
い
笛
に

な
る
と
か
い
う
喩
え
を
女
子
の
し
つ
け
方
の
本
で
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
斧
柄
様
も
そ
の
と
お
り
で
す
よ
。
気
長
に
教
育
な
さ
る
な
ら
、
つ

い
に
は
良
い
音
を
出
し
て
、
夜
明
け
ご
と
に
臥
所
の
窓
の
あ
い
だ
か
ら
朝

の
光
が
さ
す
の
を
、
い
っ
し
ょ
に
残
念
に
思
っ
て
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
楽
し
い
仲
に
お
な
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
教
え
な
い
で
、
備

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
お
求
め
に
な
る
の
は
、
思
い
や
り
が
あ
り
ま
せ
ん

よ
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
慰
め
る
と
」
云
々
。（
同
前
）

〇
昨
夜
（
よ
ん
べ
）
は
な
せ
し
事
に
よ
り
、
我
身
（
わ
が
み
）
は
只
今
里
長

（
さ
と
お
さ
）
ど
の
の
宿
所
へ
行
か
ん
、
葛
籠
な
る
衣
物
（
き
ぬ
も
の
）

出
し
た
ま
い
ね
、
と
い
う
に
、
斧
柄
は
心
得
て
、
取
り
出
だ
し
つ
つ
も
て

来
ぬ
る
手
織
り
小
袖
の
染
め
紬
絹
、
太
織
は
名
の
み
痩
宍
（
や
せ
じ
し
）

に
、
帯
の
端
さ
え
あ
ま
り
ぬ
る
、
真
（
し
ん
）
と
辛
苦
を
や
る
瀬
な
き
、

表
衣
（
う
わ
ぎ
）
ば
か
り
を
脱
更
（
ぬ
ぎ
か
え
）
て
、
繕
い
の
な
き
白
足

袋
も
、
水
入
ら
ず
な
る
親
子
な
か
、
脱
し
旧
衣
（
ふ
る
ぎ
ぬ
）
た
た
む
間

に
、
鼻
紙
折
て
懐
へ
、
こ
れ
も
と
わ
た
す
印
章
を
、
取
り
て
お
さ
む
る
袖

頭
巾
、
ひ
さ
げ
て
朱
（
あ
け
）
ど
の
た
の
む
ぞ
や
。
斧
柄
留
守
を
、
と
い

い
つ
つ
も
、
背
門
（
せ
ど
）
よ
り
い
で
て
い
き
に
け
り
。（
中
略
）
落
葉

は
は
や
く
か
え
り
来
て
、
朱
ど
の
斧
柄
も
歓
び
た
ま
え
、
那
（
か
）
の
一

種
（
ひ
と
く
さ
）
は
手
に
入
り
に
き
。
委
細
は
後
に
辛
度
や
、
と
い
う
を

さ
こ
そ
と
朱
之
助
、
斧
柄
も
共
に
慰
め
て
、
汲
み
て
す
す
む
む
る
一
柄
杓
、

立
茶
（
た
て
ち
ゃ
）
の
泡
の
あ
わ
れ
げ
に
、
恩
義
の
た
め
に
使
わ
る
る
、

親
さ
え
子
さ
え
暇
な
き
、
心
尽
く
し
を
心
あ
る
、
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国

に
、
あ
り
と
い
う
な
る
武
庫
の
山
、
婿
に
栄
な
き
空
花
（
あ
だ
ば
な
）
の
、

散
り
ぞ
し
ぬ
べ
き
入
相
の
、
山
寺
の
鐘
お
と
ず
れ
て
燈
点
頃
（
ひ
と
も
し

ご
ろ
に
）
に
な
り
に
け
り
。
云
々
（
同
上13

）

）

（「
昨
晩
話
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
私
は
今
す
ぐ
里
長
ど
の
の
宿
舎
へ
行

き
ま
す
。
葛
籠
の
中
の
着
物
を
出
し
て
お
く
れ
。」、
と
い
う
と
、
斧
柄
は

心
得
て
、
取
り
出
し
て
持
っ
て
き
た
手
織
り
小
袖
の
染
め
紬
は
、
太
撚
り

と
は
名
前
ば
か
り
で
、
落
葉
は
痩
せ
衰
え
て
い
る
。
落
葉
は
、
帯
の
端
さ

え
余
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
帯
の
芯
で
は
な
い
が
、
真
に
苦
し
く
や
る
せ

な
い
思
い
で
、
上
着
だ
け
を
脱
ぎ
替
え
て
履
く
、
繕
い
の
な
い
白
足
袋
も
、

水
入
ら
ず
の
親
子
の
仲
と
同
様
で
あ
る
。
脱
い
だ
古
い
着
物
を
畳
む
あ
い

だ
に
、
鼻
紙
を
折
っ
て
懐
に
入
れ
、「
こ
れ
も
」
と
渡
す
印
章
を
、
取
っ

て
袖
頭
巾
の
中
に
お
さ
め
、
そ
れ
を
ひ
っ
さ
げ
て
「
朱
ど
の
、
頼
み
ま
す

よ
。
斧
柄
、
留
守
を
」、
と
言
い
な
が
ら
、
裏
口
か
ら
出
て
行
っ
た
こ
と

で
あ
る
。（
中
略
）
落
葉
は
早
く
も
帰
っ
て
き
て
、「
朱
ど
の
、
斧
柄
も
喜

ん
で
く
だ
さ
い
、
例
の
品
は
手
に
入
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
後
で
、
あ
あ
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苦
し
い
」、
と
い
う
の
を
、
さ
ぞ
か
し
と
、
朱
之
助
、
斧
柄
も
共
に
慰
め

て
、
汲
ん
で
勧
め
る
柄
杓
一
杯
の
、
お
茶
を
立
て
る
泡
で
も
な
い
が
、
哀

れ
に
も
、
恩
義
の
た
め
に
使
わ
れ
る
、
親
に
も
子
に
も
休
む
間
も
な
い
、

心
尽
く
し
を
心
あ
る
、
人
に
見
せ
た
い
も
の
だ
。
摂
津
の
国
に
あ
る
と
い

う
武
庫
の
山
で
は
な
い
が
、
婿
に
は
引
き
立
っ
た
と
こ
ろ
も
な
く
、
無
駄

な
花
が
散
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
日
暮
れ
時
の
、
山
寺
の
鐘
が
鳴
っ
た
よ

う
に
思
え
て
、
灯
を
と
も
す
頃
に
な
っ
た
こ
と
だ
云
々
（
同
上
）

〇
兼
顕
（
か
ね
あ
き
ら
）
卿
も
賢
房
（
か
た
ふ
さ
）
卿
も
共
に
名
残
を
惜
し

ま
せ
た
ま
う
。
愛
顧
は
筆
に
あ
ら
わ
れ
た
る
、
そ
が
中
に
兼
顕
卿
の
消
息

に
、
今
よ
り
四
年
（
よ
と
せ
）
さ
き
つ
こ
ろ
、
緑
巽
亭
（
り
ょ
く
そ
ん
て

い
）
に
あ
だ
ま
ち
さ
せ
し
は
紅
葉
見
（
も
み
じ
み
）
な
ら
で
、
も
の
い
う

花
を
手
折
れ
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
な
り
し
わ
が
過
ち
こ
そ
悔
し
け
れ
。
今
さ

ら
に
恨
み
ら
れ
や
せ
ん
、
鈍
（
お
ぞ
）
ま
し
か
り
き
と
書
か
せ
た
ま
う
を

見
れ
ば
、
顔
ま
ず

（
あ
か
）
う
な
り
し
を
、
さ
ら
ぬ
さ
ま
に
て
さ
や
さ

や
と
、
手
早
く
巻
き
て
懐
に
う
ち
お
さ
め
、
今
に
は
じ
め
ぬ
両
卿
の
お
ん

な
さ
け
こ
そ
辱
（
か
た
じ
け
な
）
け
れ
。
云
々
（
同
前14

）

）

（
兼
顕
卿
も
賢
房
卿
も
、
共
に
名
残
を
お
惜
し
み
に
な
っ
て
、
か
わ
い
が
る

気
持
ち
は
、
筆
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
兼
顕
卿
の
手
紙
に
「
今
か
ら

四
年
前
、
緑
巽
亭
に
待
ち
ぼ
う
け
を
さ
せ
た
の
は
、
紅
葉
見
物
で
は
な
く
、

物
を
言
う
花
を
手
折
れ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
私
の
ま
ち
が
い

が
悔
や
ま
れ
る
こ
と
だ
。
今
さ
ら
に
恨
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
恐
ろ

し
い
こ
と
だ
。」、
と
お
書
き
に
な
る
の
を
見
る
と
、
顔
が
ま
ず
赤
く
な
っ

た
の
だ
が
、
何
気
な
い
よ
う
な
様
子
で
さ
ら
さ
ら
と
、
紙
に
巻
い
て
懐
に

お
さ
め
、「
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
両
卿
の
情
け
こ
そ
忝
い
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。
云
々
（
同
上
）」

上
に
掲
げ
た
文
の
よ
う
な
も
の
は
、
わ
ず
か
に
こ
の
文
体
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

ま
だ
全
貌
を
う
か
が
う
に
足
り
る
は
ず
も
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
性
質
が
他
の
文
体

と
異
な
っ
て
い
る
わ
け
は
、
す
で
に
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
に
も

言
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
文
体
の
文
は
、
地
の
文
を
綴
る
に
は
、
雅
語
七
、
八
分
を

ま
じ
え
、
台
詞
を
綴
る
に
は
雅
語
五
、
六
分
を
ま
じ
え
る
の
で
、
地
の
文
と
台
詞

と
の
間
に
、
は
な
は
だ
し
い
文
の
調
子
の
ち
が
い
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
筆
先
の
加

減
に
よ
っ
て
貴
賎
老
若
男
女
の
言
葉
を
か
き
分
け
る
の
に
便
利
が
多
い
。
だ
か
ら
、

上
流
、
中
流
、
下
流
社
会
の
風
俗
を
叙
述
す
る
の
に
も
、
遠
い
昔
の
情
景
を
写
す

に
も
、
も
っ
と
も
適
し
た
好
文
体
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
性
質
の
文
章
で
あ
ろ
う
。

読
み
本
体
の
雅
俗
折
衷
の
文
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
自
然
と
言
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
が
、
二
つ
、
三
つ
あ
る
。
い
わ
く
、
音
韻
転
換
の
法
、
い
わ
く
、

意
義
転
換
の
法
、
い
わ
く
、
古
詩
歌
引
用
の
法
、
い
わ
く
、
題
目
構
成
の
方
が
す

な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。

音
韻
転
換
の
法
は
、
長
歌
の
枕
詞
よ
り
転
化
し
た
法
で
、
す
で
に
一
つ
の
意
義

を
言
い
表
し
た
上
に
、
言
葉
の
後
半
を
か
り
て
、
ま
た
、
下
の
言
葉
の
前
半
を
言

い
表
す
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
左
の
文
で
は
、

〇
さ
て
は
命
は
浪
速無○

江
の
短
き
芦
の
薄
命節○

（
ふ
し
あ
わ
せ
）
あ
わ逢○

ず
な
り
し

を
う
ら
め
し
の
近
江
と
は
た
が
名
づ
け
け
ん
。
さ
し
て
行
方
は
磨
り
針
の

い
と糸○

も
は
か
な
や
叔
母
夫
（
お
じ
ご
）
さ
え
、
な
き
名
聞
か
し
て
後
々
に
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物
思
え
と
や
つ
れ
も
な
き
云
々
（『
美
少
年
録
』
斧
柄
が
愁
嘆
の
言
葉15

）

）

（
そ
れ
に
し
て
も
、
命
は
浪
速
の
「
な
」
で
は
な
い
が
、
無
く
な
っ
て
し
ま

う
の
だ
ろ
う
。
浪
速
の
入
り
江
に
あ
る
芦
の
節
の
よ
う
に
短
く
、
不
幸
せ

で
、
会
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
の
に16

）

、
近
江
の
「
あ
う
」
の
は
、
誰

が
名
づ
け
た
の
か
。
う
ら
め
し
い
こ
と
だ
。
こ
れ
か
ら
指
し
て
行
く
行
く

先
は
、
摺
針
峠
の
針
の
糸
の
「
い
と
」
で
は
な
い
が17

）

、
い
と
も
果
敢
な
い

こ
と
で
あ
る
。
叔
父
様
さ
え
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
、

後
々
に
思
い
や
れ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
つ
れ
も
な
き
こ
と
だ
。
云
々
）

脇
に
示
し
た
よ
う
に
音
調
を
転
換
（
掛
け
こ
と
ば
）
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
非
常
に

多
い
。
思
う
に
、
筆
を
省
略
す
る
一
つ
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
た
ん
に
技
巧
を
求

め
る
た
め
に
だ
け
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
と
は
い
っ
て
も
、
初
心
の

作
者
は
こ
の
あ
た
り
の
道
理
を
悟
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
音
調
の
転
換
は
ぜ
ひ

と
も
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
心
得
て
い
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
、
け
っ
し
て

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
少
し
も
こ
の
方

法
を
使
わ
な
い
な
ら
ば
、
文
ば
か
り
が
い
や
に
長
々
し
く
な
っ
て
、
読
む
の
に
興

が
な
く
、
そ
の
う
え
、
色
も
香
も
な
い
文
章
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
使
わ
な
く
て
も
い
い
と
こ
ろ
に
、
下
手
く
そ
な
掛
詞
を
わ
ざ
わ
ざ
使
う
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

「
年
は
二
八
か
二
九
か
ら
ぬ
」、「
様
子
は
何
か
白
紙
の
」、「
奥
の
一
間
へ
入

相
の
」、「
な
ん
と
せ
ん
か
た
涙
の
み
」

浄
瑠
璃
本
な
ど
に
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
女
子
供
に
も
耳
慣
れ
た
、
実
に
下
手
く

そ
な
掛
け
こ
と
ば
を
得
意
顔
に
書
き
綴
る
の
は
、
ま
こ
と
に
嫌
な
も
の
だ
。
か
え

っ
て
、
素
直
に
書
い
た
も
の
よ
り
も
劣
っ
て
い
て
、
醜
い
。

意
義
転
換
の
法
は
音
韻
転
換
の
法
に
似
て
い
て
、
少
し
ち
が
っ
て
い
る
。
意
義

転
換
の
法
で
は
、
音
韻
が
似
て
い
る
か
似
て
い
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
も
し
前
後

上
下
の
言
葉
を
意
味
が
似
て
い
る
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
と
き
は
、
筆
を
曲
げ
て
も
そ
う
し
た
文
字
を
選
び
用
い
る
の
で
あ
る18

）

。
た
と
え

ば
、
左
の
文
で
、

消
に
し
人
は
六
の
花
七
か
八
才
を
一
期
と
し
け
ん
云
々

「
六
の
花
」
は
」「
消
に
し
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
転
じ
て
来
た
言
葉
で
あ
っ

て
、
ふ
つ
う
な
ら
ば
「
雪
」
と
は
っ
き
り
と
い
う
は
ず
の
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
ま

た
、
意
義
転
換
の
法
を
使
お
う
と
す
る
の
で
、
わ
ざ
と
「
六
の
花
」
と
い
っ
て
、

下
の
「
七
か
八
才
」
を
効
か
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
所
に
よ
っ
て
は
、
省
筆

の
助
け
と
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
だ
い
た
い
は
文
の
彩
り
を
添
え
よ
う
と
す
る
に

過
ぎ
な
い
。

（
以
下
次
号
）

〔
注
〕

１
）『
八
犬
伝
』・
滝
沢
馬
琴
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
一
八
一
四
〜
一
八
四
二
）。
読

本
。
八
つ
の
玉
を
一
つ
ず
つ
持
っ
た
、
犬
に
ち
な
む
名
を
持
っ
た
八
人
の
若
者
の

活
躍
を
中
心
に
描
か
れ
る
。

２
）『
美
少
年
録
』（
び
し
ょ
う
ね
ん
ろ
く
）・
滝
沢
馬
琴
『
近
世
説
美
少
年
録
』。
毛

利
元
就
と
陶
晴
賢
と
の
戦
い
を
も
と
に
し
た
歴
史
小
説
。

３
）文
体
の
紹
介
な
の
で
、
文
の
調
子
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
訳
す
ま
え
の
原
文

も
併
せ
て
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
仮
名
づ
か
い
は
現
代
仮
名

遣
い
と
し
、
漢
字
は
一
般
的
な
も
の
に
改
め
、
句
読
点
を
付
け
た
。
意
味
に
つ
い

て
は
、
あ
わ
せ
て
現
代
語
訳
を
付
け
た
。

４
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
六
回
、
夫
の
あ
る
美
人
の
歌
舞
伎
女
お
夏
が
、
関
係
を

結
ん
だ
美
男
の
瀬
十
郎
に
、
実
は
瀬
十
郎
の
胤
で
あ
る
珠
之
助
を
引
き
合
わ
せ
る

八
四

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
九
）（
坂
井

健
）



場
面
。

５
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
十
四
回
。
旧
縁
が
あ
る
と
い
う
、
訳
あ
り
げ
な
武
士
の

訪
問
を
受
け
た
お
夏
が
、
武
士
が
帰
っ
た
の
ち
に
武
士
の
素
性
に
つ
い
て
思
い
を

巡
ら
す
場
面
。

６
）暦
手
の
茶
碗
（
こ
よ
み
で
の
ち
ゃ
わ
ん
）・
三
島
暦
の
暦
を
文
様
に
し
た
茶
碗
。

前
の
「
よ
ろ
ず
よ
き
日
」
と
の
関
係
で
、
吉
日
を
引
き
出
す
。

７
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
二
十
三
回
、
主
人
公
の
朱
之
助
が
た
ま
た
ま
助
け
た
美

女
斧
柄
と
夫
婦
に
な
っ
た
の
は
い
い
が
、
姑
は
堅
物
で
、
嫁
は
ま
る
で
う
ぶ
で
話

に
な
ら
な
い
と
、
知
り
合
い
の
夫
妻
に
こ
ぼ
す
場
面
。

８
）今
様
（
い
ま
よ
う
）・
も
と
も
と
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
歌
謡
を

指
す
が
、
こ
こ
で
は
、
当
世
風
の
歌
謡
の
意
味
。

９
）早
唄
（
は
や
う
た
）・
早
歌
（
そ
う
が
）
と
も
。
鎌
倉
時
代
に
始
ま
っ
た
宴
会
の

歌
。

10
）説
教
（
せ
っ
き
ょ
う
）・
説
教
節
（
せ
っ
き
ょ
う
ぶ
し
）
の
こ
と
。
鎌
倉
時
代
に

起
こ
っ
た
語
り
物
の
芸
能
。

11
）弄
斎
（
ろ
う
さ
い
）・
江
戸
初
期
の
音
曲
師
、
弄
斎
が
流
行
さ
せ
た
歌
謡
。
の
ち
、

京
都
六
条
の
遊
女
が
流
行
さ
せ
た
と
も
い
う
。

12
）

節
（
な
ぎ
ぶ
し
）・
近
世
初
期
京
都
島
原
遊
郭
で
起
っ
た
流
行
歌
投
節
（
な
げ

ぶ
し
）
の
古
称
。

13
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
二
十
六
回
。
落
葉
が
娘
の
よ
う
に
育
て
て
き
た
斧
柄
の

危
機
を
救
っ
た
朱
之
助
に
恩
義
を
感
じ
、
婿
に
し
た
の
は
よ
い
が
、
そ
の
後
、
失

敗
続
き
の
朱
之
助
の
た
め
に
金
策
に
走
る
場
面
。

14
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
六
回
。
上
京
し
た
瀬
十
郎
が
懇
意
に
な
っ
て
引
き
立
て

て
も
ら
っ
た
兼
顕
卿
と
賢
房
卿
が
、
周
防
へ
召
喚
さ
れ
る
瀬
十
郎
に
、
手
紙
を
託

す
場
面
。「
緑
巽
亭
云
々
」
は
、
か
つ
て
緑
巽
亭
で
二
人
が
瀬
十
郎
と
お
夏
の
悪

縁
を
結
ん
だ
こ
と
を
指
す
。

15
）『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
二
十
二
回
。
危
難
を
朱
之
助
に
救
わ
れ
た
斧
柄
が
、
実

の
父
と
姉
の
死
を
死
っ
て
嘆
く
場
面
。

16
）「
浪
速
潟
の
み
じ
か
き
芦
の
ふ
し
の
間
も
あ
は
で
こ
の
世
を
過
ぐ
し
て
よ
と
や

（
伊
勢
『
新
古
今
集
』」
を
受
け
る
。
も
と
の
歌
の
意
味
は
、「
浪
速
潟
の
芦
の
短

い
ふ
し
の
間
の
よ
う
に
、
短
い
間
も
あ
な
た
は
私
に
逢
わ
な
い
で
い
な
さ
い
と
お

っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
恋
の
恨
み
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。「
浪
速
江
」
は

「
浪
速
潟
」
に
同
じ
。
命
は
、
浪
速
江
の
「
な
」
で
は
な
い
が
、
無
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
、
そ
の
足
の
短
い
ふ
し
の
「
ふ
し
」
で
は
な
い
が
、
ふ
し
あ
わ
せ
で
、
会

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
前
半
の
「
命
は
浪
速
江

の
」
で
、「
命
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
を
表
し
、
後
半
の
「
み

じ
か
き
芦
の
ふ
し
あ
わ
せ
」
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

17
）「
摺
針
峠
」
は
、
中
山
道
、
彦
根
市
の
峠
。「
針
」
か
ら
「
糸
」
を
導
き
、「
い

と
」
と
か
け
る
。

18
）こ
こ
で
は
、
ふ
つ
う
な
ら
「
消
え
て
し
ま
っ
た
雪
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、「
雪
」

を
「
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
花
」
と
い
う
意
味
の
「
無
の
花
」
と
い
い
あ
ら
わ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
」
と
「
六
（
む
）」
と
を
通
じ
さ
せ
、
次
の
「
七
か
八
」
を

導
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
付
記
〕本

稿
は
、
江
蘇
省
社
会
科
学
基
金
「
坪
内
逍

文
論
中
的
中
国
文
化
要
素
研
究
」

（
蘇
州
大
学
、
研
究
代
表
者

文
東
、
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

（
以
下
、
次
号
）

（
さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
九
年
十
月
三
十
日
受
理

八
五

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）




