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六
一

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
し
、
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
遥
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
遥
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
遥
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
遥
選
集
』
を
底
本
と
し
て
、
初
出
と
の
対

照
表
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
若
き
日
の
逍
遥
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
。

　

（
前
号
よ
り
の
続
き
）

　

ち
な
み
に
言
う
。
近
ご
ろ
の
演
劇
に
は
時
々
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
度
の
千
歳
座）（
（

の
よ
う
な
も
の
は
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
義
経
の
愛
姫

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
十
一
）

坂

井
　

健

翻
　
訳
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六
二

静
御
前
の
セ
リ
フ
の
中
に
は
「
お
こ
と
ら
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、「
云
々

し
つ
る
ぞ
か
し
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、「
何
々
さ
れ
た
り
」
と
堅
苦

し
く
言
い
切
る
言
葉
も
あ
れ
ば
、「
云
々
せ
る
ぞ
や
」
と
文
章
め
か
し
た
言

葉
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
劇
の
中
で
、
下
流
社
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

下
級
役
者
の
渡
り
台
詞）（
（

、
あ
る
い
は
腰
元
言
葉
な
ど
は
非
常
に
田
舎
び
た
言

葉
で
あ
っ
て
、
前
の
静
御
前
の
台
詞
と
比
べ
る
と
月
と
す
っ
ぽ
ん
ほ
ど
ち

が
っ
て
い
る
。
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
不
条
理
不
都
合
は
な
お
探
せ
ば
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
結
局
の
と
こ
ろ
演
劇
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
不
都

合
も
目
立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
い
ち
い
ち
熟

読
玩
味
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
章
の
上
に
現
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
読

者
の
興
味
を
さ
ま
た
げ
、
と
て
も
面
白
い
脚
色
さ
え
、
あ
る
い
は
損
な
う
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
草
双
紙
は
、
も
っ
ぱ
ら
子
供
や
婦
人
た
ち

の
慰
み
も
の
に
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
鵺
言
葉）（
（

の
不
都
合
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
咎
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、
若
し

将
来
の
作
者
が
草
双
紙
体
の
文
を
用
い
て
一
大
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
不
都
合
を
取
り
除
い
て
、
芸
術
の
仕
組
み
に
ふ
さ
わ
し
い
巧
妙
な

文
と
言
葉
で
綴
る
べ
き
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
草
双
紙
体
は
、
時
代
物
語
の
文
章
に
は
決
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
は
な
い
。
世
話
物）（
（

の
小
説
に
の
み
こ
の
文
体
を
用
い
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
文
体
で
は
、
雄
大
で
豪
放
な
心
の
あ
り
さ
ま
を
描
く
の
に
は

不
都
合
だ
と
い
う
欠
点
も
あ
る
の
で
、
作
者
が
臨
機
応
変
に
工
夫
し
て
多
少
の
改

良
を
加
え
る
べ
き
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
当
然
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
。
思
う
に
、

時
代
物
語
は
文
政
・
文
化
の
作
者
た
ち
が
最
も
得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
傑
作
も

非
常
に
多
い
か
ら
、
今
の
小
説
作
者
が
時
代
物
語
を
書
い
た
と
し
て
も
、
か
の
馬

琴
の
傑
作
小
説
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

時
代
物
を
書
く
の
を
や
め
て
、
世
話
物
だ
け
に
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
、
未
曽
有
の
物

語
を
作
ろ
う
と
す
る
の
が
良
い
。
だ
か
ら
、
文
も
で
き
る
だ
け
世
話
物
語
に
ふ
さ

わ
し
い
文
体
を
ま
ず
研
究
し
て
、
そ
の
要
求
に
応
ず
る
よ
う
に
準
備
す
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
草
双
紙
の
文
の
よ
う
な
も

の
は
、
も
っ
と
も
世
話
物
に
適
し
て
い
て
、
か
つ
改
良
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
将
来
の
小
説
作
者
は
、
こ
の
文
体
を
改
良
し
て
、
完
全
完
備
の
世
話
物
語

を
作
り
出
す
よ
う
に
企
て
る
の
が
良
い
だ
ろ
う
。
世
の
活
眼
の
な
い
ニ
セ
学
者
は
、

我
が
国
の
草
双
紙
の
文
体
を
と
て
も
田
舎
び
て
い
る
と
い
っ
て
罵
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
小
説
の
何
た
る
か
を
理
解
し
な
い
こ
と
か
ら
起
き
た
誤
り
に
過
ぎ
な
い
。
小

説
は
、
人
情
お
よ
び
風
俗
を
活
き
て
い
る
よ
う
に
映
し
出
し
て
、
読
む
者
を
感
動

さ
せ
る
の
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
俗
言
、
俚
諺
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
文
章
に
優
れ
た
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
絵
画
に
も
音
楽
に
も
、

ま
た
詩
歌
に
も
恥
じ
な
い
一
大
芸
術
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
言
う
。
こ
の
ご
ろ
の
ふ
り
が
な
新
聞）（
（

に
掲
載
し
て
い
る
い
わ
ゆ

る
続
き
物
の
雑
報）（
（

の
よ
う
な
も
の
は
、
だ
い
た
い
草
双
紙
体
の
文
章
で
あ
る

が
、
多
少
の
改
良
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
改
良
の
主
な
も
の
を
あ
げ

る
と
、
言
葉
の
中
に
交
え
て
使
う
上
方
風
の
方
言
を
廃
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
東

京
語
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
頃
の
草
双
紙
体
は
、
種
彦
文
に

似
て
い
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
俗
文
体
（
春
水
文
）
に
似
て
い
る
も
の
で
あ
る）（
（

。

こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
東
京
府
が
皇
国
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
自
然
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六
三

に
起
き
た
変
更
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
新
聞
紙
に
載
せ
る
続
き

物
は
、
そ
の
物
語
が
架
空
で
荒
唐
無
稽
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
じ
て

事
実
ら
し
く
あ
つ
か
う
の
で
、
自
然
に
世
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
東
京
言
葉

を
用
い
て
、
そ
の
人
物
の
言
葉
を
書
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
東
京
語
を
草
双
紙
文
に
交
え
る
の
は
、

明
治
の
作
者
が
発
明
し
た
新
し
い
工
夫
だ
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
二
世
種

彦
）
（
（

を
は
じ
め
と
し
て
春
水
な
ど
の
草
双
紙
に
、
す
で
に
も
っ
ぱ
ら
江
戸
言
葉

を
交
え
た
例
は
あ
っ
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
は
今
の
よ
う
に
世
話

物
語
を
表
向
き
に
世
話
物
語
と
し
て
書
く
の
で
は
な
く
、
時
代
物
の
形
に
し

て
書
い
た
の
で
、
い
く
ら
か
雅
語
も
交
え
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
上
方
言

葉
を
交
え
た
こ
と
も
あ
る
。
決
し
て
純
粋
な
江
戸
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
言
う
。
近
ご
ろ
世
の
中
に
「
か
な
の
く
わ
い）（
（

」
ま
た
は
羅
馬
字
会）（1
（

な
ど
と
い
う
色
々
の
会
が
あ
ち
こ
ち
に
興
っ
て
、
我
が
国
の
文
章
の
改
良
を

図
ろ
う
と
す
る
人
々
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
当
然
の
試
み
で
、
か
つ
、
頼
も
し

い
こ
と
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
退
い
て
考
え
て
み
る
と
、

ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
文
を
書
く
こ
と
も
、
仮
名
文
字
だ
け
を
使
っ
て
文
を
書

く
こ
と
も
、
そ
の
人
々
の
最
終
的
な
目
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
私
た
ち
の
仲
間
が
遥
か
永
遠
の
未
来
に
企
て
て
い
る
こ
と
は
、
世
界

の
万
国
を
統
一
し
て
、
一
大
共
和
国
の
よ
う
に
し
、
で
き
る
だ
け
風
俗
も
政

治
体
制
も
国
語
も
同
一
に
さ
せ
た
い
と
望
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
る
た
め

に
は
、
将
来
に
は
、
我
が
国
の
国
語
を
改
良
し
て
、
欧
米
の
言
葉
と
同
じ
に

さ
せ
る
か
、
ま
た
は
、
欧
米
の
言
葉
を
我
が
国
の
言
葉
と
同
じ
に
さ
せ
る
か
、

こ
の
二
つ
の
目
的
以
外
に
は
究
極
的
な
目
的
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
欧

米
の
開
明
さ
れ
た
文
明
は
、
我
が
文
明
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
欧
米
の
国
語
を
我
が
国
の
国
語
と
同
じ
に
さ

せ
よ
う
と
望
ん
だ
と
し
て
も
、
と
う
て
い
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
博
識
の
有
識
者
た
ち
も
羅
馬
字
会
を
設
立
し
て
、
我
が
国
の

国
語
を
欧
米
の
国
語
と
同
じ
に
さ
せ
る
手
始
め
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
だ

ろ
う
。
論
じ
て
こ
こ
に
至
っ
て
く
る
と
、
羅
馬
字
会
も
「
か
な
の
く
わ
い
」

も
、
み
な
最
終
的
な
目
的
で
は
な
く
て
、
手
始
め
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
羅
馬
字
会
の
よ
う
な
も
の
は
、
非
常
に
最
終
的
な

目
的
に
も
近
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
者
、
博
士
の
方
々
が
お
た

が
い
に
集
ま
っ
て
研
究
さ
れ
る
の
も
当
然
と
も
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
も
う
一

つ
の
仮
名
文
字
の
会
の
ご
と
き
は
い
わ
ば
手
始
め
の
手
始
め
で
あ
っ
て
、

ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
文
章
を
書
く
下
稽
古
を
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
す
で
に

下
稽
古
を
す
る
た
め
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
今
少
し
上
り
や
す
い
近
道
か

ら
始
め
な
か
っ
た
の
か
。
後
に
ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
書
く
べ
き
も
の
を
、

種
々
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
仮
名
文
字
を
使
っ
て
書
く
の
は
必
要
の

な
い
こ
と
だ
。
い
わ
ゆ
る
二
度
手
間
の
む
だ
骨
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
羅

馬
字
を
使
っ
て
記
す
こ
と
の
で
き
る
新
文
体
を
工
夫
し
て
作
っ
て
、
ロ
ー
マ

字
主
義
の
有
志
者
た
ち
に
そ
の
全
力
の
力
を
合
わ
せ
ら
れ
る
方
が
大
切
で
は

な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
草
双
紙
の
文
章
の
よ
う
な
も
の
は
、
も
っ
と
も
平
易
で

流
暢
で
あ
る
。
多
少
の
改
良
を
加
え
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
こ
と
を
記
す
こ

と
の
で
き
る
良
い
文
体
と
な
っ
て
い
く
か
、
こ
れ
も
ま
た
予
測
で
き
な
い
。

仮
名
の
会
の
有
志
者
た
ち
が
こ
の
ご
ろ
し
き
り
に
お
使
い
に
な
ら
れ
る
消
化
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し
損
ね
た
折
衷
文
に
は
遥
か
に
優
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
分
は
、
羅
馬

字
の
会
に
も
入
ら
な
い
し
、
仮
名
の
会
の
反
対
者
で
も
な
い
け
れ
ど
、
つ
い

で
が
あ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
図
ら
ず
し
て
議
論
が
こ
こ
に
及
ん
だ
も
の
で
あ

る
か
ら
、
仮
名
も
じ
会
の
主
旨
の
ご
と
き
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
自
分
の
意

見
と
は
ち
が
っ
て
、
他
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
仮
名
の
会
の
方
々
、
あ
ま

り
に
ひ
ど
く
お
叱
り
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

小
説
脚
色
の
法
則

　

お
よ
そ
小
説
は
作
者
の
架
空
の
想
像
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
そ
の
趣
向
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
少
し
も
原
則
が
な
い
場
合
は
、
ひ
た

す
ら
写
実
だ
け
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、
と
り
と
め
も
な
く
考
え
る
ま
ま
に
、
前

後
が
矛
盾
し
て
、
筋
も
整
わ
ず
、
物
事
の
順
序
が
で
た
ら
め
で
、
人
物
の
心
理
が

分
か
ら
ず
、
出
来
事
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
て
、
そ
の
た
め
に
因
果
の
関
係
を
察
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
人
物
が
あ
ま
り
に
多
く
て
、
そ
の

た
め
に
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
決

ま
り
を
作
っ
て
、
そ
の
脚
色
を
考
え
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　

小
説
を
綴
る
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、

脈
絡
通
徹
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
脈
絡
通
徹
と
は
、
物
語
の
中
の
出
来
事
が
細
か

い
こ
と
も
大
き
な
こ
と
も
お
互
い
に
関
係
が
通
じ
て
い
て
、
離
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
実
録
、
紀
行
な
ど
で
は
、
そ
の
編
中
に
記
し
た
こ

と
は
、
も
と
も
と
作
り
物
で
は
な
い
の
で
、
一
回
ご
と
に
一
巻
ご
と
に
、
新
し
い

事
物
が
次
々
と
現
わ
れ
、
物
語
の
筋
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
ま
る
で
走
っ
て

い
く
車
の
上
で
四
方
の
景
色
を
見
る
よ
う
な
も
の
だ
。
で
あ
る
か
ら
、
前
段
の
事

柄
は
中
途
で
立
ち
消
え
に
な
り
、
再
び
そ
の
結
果
を
解
き
だ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
約
束
も
な
く
て
、
他
の
関
係
の
な
い
事
柄
の
物
語
に
移
り
、
ま
た
は
、

前
回
の
人
物
は
ど
う
な
っ
た
っ
て
行
っ
た
の
か
詳
し
く
は
説
き
つ
く
さ
な
い
で
、

さ
ら
に
別
の
人
の
話
に
及
ぶ
な
ど
、
編
全
体
の
脈
絡
が
通
じ
て
い
な
い
で
関
係
が

ひ
じ
ょ
う
に
雑
で
あ
る
け
れ
ど
、
小
説
で
は
こ
れ
と
ち
が
っ
て
い
て
、
首
尾
が
常

に
呼
応
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
前
後
は
か
な
ら
ず
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
始
め
と
終
わ
り
に
脈
絡
が
な
く
、
原
因
と
結
果
と
関
係
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
小
説
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
世
の
中
の
事
実
を
筆
に

ま
か
せ
て
、
書
き
記
し
た
、
実
録
に
似
て
実
録
で
な
い
あ
や
し
い
作
り
話
と
い
う

し
か
な
い
。

　

曲
亭
馬
琴
が
か
つ
て
小
説
の
法
則
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た）（（
（

。「
唐
山
元

明
）
（1
（

の
才
子
た
ち
が
作
っ
た
歴
史
小
説
に
は
お
の
ず
か
ら
法
則
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

法
則
と
は
、
一
に
主
客
、
二
に
伏
線
、
三
に
襯
染
、
四
に
照
応
、
五
に
反
対
、
六

に
省
筆
、
七
に
隠
微
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
主
客
は
、
こ
の
ご
ろ
の
能
楽
で

い
う
「
シ
テ
」、「
ワ
キ
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
書
物
に
一
部
の
主
客
が
あ
る
。

ま
た
、
一
回
ご
と
に
主
客
が
あ
っ
て
、
主
も
ま
た
客
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
客
も

ま
た
主
に
な
ら
ざ
る
得
な
い）（1
（

。
ま
た
、
伏
線
と
襯
染
は
、
似
て
い
る
が
同
じ
で
は

な
い
。
い
わ
ゆ
る
伏
線
は
後
に
必
ず
出
す
べ
き
趣
向
が
あ
る
の
を
、
数
回
前
に
少

し
ほ
の
め
か
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
襯
染
は
、
下
染
め
の
こ
と
で
、
近
ご

ろ
い
う
「
シ
コ
ミ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
重
要
な
面
白
い
趣
向
を
出
そ

う
と
し
て
、
数
回
前
か
ら
そ
の
こ
と
の
起
源
来
歴
を
仕
込
ん
で
お
く
の
で
あ
る
。

金
瑞）（1
（

の
『
水
滸
伝
』
の
評
註
に
は
「
帑せ
ん

染ぜ
ん

」
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
襯
染
と
同
じ
で
あ
る
。
と
も
に
シ
タ
ゾ
メ
と
読
む
の
が
良
い
。
ま
た
、
照
応
は

照
対
と
も
い
う
。
た
と
え
ば
、
律
詩
に
対
句
が
あ
る
よ
う
に
、
あ
れ
と
こ
れ
と
が

照
応
し
て
趣
向
に
対
を
作
る
の
を
い
う
の
だ
。
照
対
は
重
複
に
似
て
い
る
が
、
決

し
て
こ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
。
重
複
は
作
者
が
ま
ち
が
っ
て
前
の
趣
向
に
似
て
い

る
こ
と
を
後
に
な
っ
て
ま
た
書
き
出
す
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
照
対
は
、
わ
ざ
と

前
の
趣
向
と
対
に
な
る
こ
と
を
書
い
て
、
あ
れ
と
こ
れ
と
を
照
応
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
舩ふ
な

虫む
し

、
媼お
ば

内な
い

が
牛
の
角
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
の
は
、
北
越
二
十

村
に
あ
る
闘
牛
の
照
対
で
あ
る
。
ま
た
、
犬い
ぬ

飼か
い

現げ
ん

八ぱ
ち

の
千
住
の
川
で
繋
い
だ
船
で

す
る
組
み
討
ち
は
、
芳
流
閣
上
の
組
み
討
ち
の
反
対
で
あ
る
。
こ
の
反
対
は
照
対

と
似
て
い
て
同
じ
で
は
な
い
。
照
対
は
牛
で
牛
に
対
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
物
事
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
事
柄
は
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
、
反
対
は
、

そ
の
人
物
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
事
柄
は
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
、
省
筆
は
、

事
柄
が
長
い
の
を
後
で
重
ね
て
言
わ
な
い
よ
う
に
、
必
ず
聞
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
人
に
立
ち
聞
き
さ
せ
て
、
筆
を
省
き
、
あ
る
い
は
、
地
の
文
を
使
わ
な
い
で
、

そ
の
人
の
口
か
ら
話
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
く
な
く
、
作
者
が
筆
を
省
く
の

で
、
読
者
も
ま
た
飽
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隠
微
は
、
作
者
の
文
外
に
深
い

意
味
が
あ
り
、
百
年
の
の
ち
知
己
を
待
っ
て
こ
れ
を
悟
ら
せ
よ
う
と
す
る
。『
水

滸
伝
』
に
は
隠
微
が
多
い
。
李
薋
贄）（1
（

、
金
瑞
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
中
国
の

文
人
、
才
子
に
『
水
滸
伝
』
を
読
む
者
は
多
い
け
れ
ど
も
、
批
評
す
る
こ
と
が
で

き
て
、
詳
し
く
隠
微
を
説
明
し
た
者
は
い
な
い
。』
云
々
。

　

右
の
法
則
の
第
一
で
あ
る
、
主
客
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
な
も
の
は
、
自
分
は

特
別
に
欄
を
設
け
て
詳
し
く
こ
れ
を
説
明
す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く

論
ず
る
こ
と
は
こ
こ
に
は
略
し
て
、
そ
の
他
の
法
則
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

　

第
二
の
伏
線
と
第
三
の
襯
染
と
は
自
分
が
前
段
に
述
べ
た
脈
絡
通
徹
と
い
う
こ

と
を
解
剖
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
。
総
じ
て
東
洋
の
む
か
し
の
学
者
は
、

そ
の
博
識
と
強
記
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
事
の
道
理
を
総
括
し
て
こ
れ
を

名
づ
け
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
そ
の
一
部
分
の
性
質
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し

て
来
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
前
を
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
伏
線
と
い
う
の
も
、
襯

染
と
い
う
の
も
、
そ
の
精
神
を
探
っ
て
み
る
と
、
ひ
た
す
ら
趣
向
が
脈
絡
か
ら
離

れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
脈
絡
通
徹

と
い
う
一
大
総
則
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
言
う
に
も
足
ら
ぬ
原
則
で
あ
る
。
第
四

の
照
応
、
第
五
の
反
対
の
よ
う
な
も
の
は
、
技
巧
を
求
め
す
ぎ
た
も
の
で
あ
る
。

な
ま
じ
っ
か
こ
の
よ
う
な
く
だ
く
だ
し
い
奇
を
求
め
よ
う
と
企
て
た
な
ら
ば
、
そ

の
も
っ
と
も
大
切
な
部
分
で
あ
る
人
情
と
世
態
を
間
違
っ
て
し
ま
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
第
四
と
第
五
の
よ
う
な
も
の
は
、
文
章
そ
の
も
の
を

主
た
る
目
的
と
す
る
中
国
の
作
者
の
規
則
で
あ
っ
て
、
我
が
国
の
小
説
家
が
守
る

べ
き
法
則
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
六
の
省
筆
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

叙
事
の
法
則
を
論
ず
る
く
だ
り
で
詳
し
く
論
じ
る
つ
も
り
な
の
で
、
こ
れ
も
こ
こ

に
は
略
し
て
述
べ
な
い
。
ま
た
、
第
七
の
隠
微
の
よ
う
な
も
の
は
、
こ
れ
を
法
則

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
小
説
に
文
外
の
深
い
意
味
は
な
く

て
も
、
心
や
感
情
の
真
実
を
写
す
こ
と
が
で
き
て
、
読
者
を
感
動
さ
せ
る
美
妙
の

効
力
が
備
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
物
語
は
小
説
な
の
だ
。
隠
微
の
間
に
寓
意

が
な
い
こ
と
も
決
し
て
不
都
合
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
表
面

の
意
味
の
ほ
か
に
隠
微
の
真
意
を
寓
す
る
な
ど
は
（
寓
意
小
説
で
な
い
以
上
）
は
、

作
者
の
手
前
勝
手
の
楽
し
み
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
道
楽
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

小
説
と
し
て
は
、
こ
の
も
の
が
あ
る
の
も
、
こ
の
も
の
が
な
い
の
も
、
少
し
も
損
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得
は
な
い
こ
と
と
も
言
え
る
。

　

す
で
に
総
論
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
小
説
に
多
く
の
法
則
を
設
け
る
こ
と
は
、

単
に
小
説
の
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
だ
け
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
意
味
を
さ
え

会
得
し
つ
く
し
た
な
ら
、
別
に
く
だ
く
だ
し
い
細
則
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
我
が
国
の
幼
稚
な
後
進
者
た
ち
の
今
後
の
便
利
に
供
す
る
た
め
、
順

を
追
っ
て
細
則
も
説
明
し
よ
う
。

　

脚
色
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
第
一
に
説
明
す
べ
き
は
、
コ
メ
ト
デ
ィ

と
ト
ラ
ジ
テ
ィ
の
区
別
で
あ
る
。
ト
ラ
ジ
テ
ィ
は
悲
哀
小
説
と
訳
す
べ
き
で
、
コ

メ
ト
デ
ィ
は
快
活
小
説
と
も
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
悲
哀
小
説
の
解
釈
は
、
す
で
に

上
巻
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
快
活
小
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
快
活
な
出
来
事
だ
け

を
映
し
出
す
こ
と
を
本
分
と
し
、
一
方
で
滑
稽
、
諧
謔
な
ど
も
含
ん
で
い
る
小
説

で
あ
る
。
小
説
が
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
て
奇
異
譚
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
快
活

小
説
と
い
っ
た
小
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
笑
う
べ
く
嘲
る
べ
き
道
化
た
こ
と
だ
け
描
き

出
し
て
、
世
を
風
刺
す
る
の
を
狙
い
と
し
て
い
た
が
、
今
の
い
わ
ゆ
る
快
活
小
説

は
大
い
に
こ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
諧
謔
や
洒
落
を
そ

の
主
要
な
点
と
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
時
と
し
て
哀
切
な
話
さ
え
そ
の
脚
色
の

中
に
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
我
が
国
の
小
説
よ
り
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、『
南
総

里
見
八
犬
伝
』
も
『
椿
説
弓
張
月
』
も
快
活
小
説
の
部
類
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

快
活
小
説
で
は
、
そ
の
編
中
の
主
人
公
と
な
る
も
の
は
大
団
円
の
場
に
至
っ
て
、

そ
の
身
が
つ
つ
が
な
く
栄
え
る
け
れ
ど
も
、
悲
哀
小
説
は
こ
れ
と
ち
が
っ
て
、
そ

の
最
後
に
近
づ
く
こ
ろ
、
そ
の
編
中
の
主
人
公
が
は
か
な
い
最
期
を
遂
げ
る
こ
と

を
そ
の
趣
向
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
の
小
説
家
は
、
悲
哀
小
説
の
中

に
さ
え
も
、
し
ば
し
ば
快
活
な
話
を
さ
し
は
さ
み
、
ま
た
は
諧
謔
を
も
ま
じ
え
る

こ
と
が
あ
る
。
思
う
に
、
そ
う
し
な
い
と
き
に
は
読
者
が
つ
い
に
は
飽
き
て
し
ま

う
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
今
日
の
小
説
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ト
ラ
ジ
テ
ィ
（
悲

哀
小
説
）
と
コ
メ
ト
デ
ィ
（
快
活
小
説
）
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
で

あ
り
、
と
く
に
快
活
と
い
う
文
字
の
よ
う
な
も
の
は
、
実
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場

合
も
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
近
、
英
国
の
学
者
な
に
が
し
は
、『
弓
張
月
』
ま

た
は
『
八
犬
伝
』
の
よ
う
な
小
説
を
ト
ラ
デ
ィ
・
コ
メ
デ
ィ）（1
（

と
わ
ざ
わ
ざ
名
づ
け

た
の
だ
。
ト
ラ
デ
ィ
・
コ
メ
デ
ィ
は
哀
歓
小
説
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
思
う
に
、

妥
当
な
名
前
で
あ
ろ
う
。

　

純
粋
な
快
活
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
も
っ
と
も
忌
み
嫌
う
条
件
は
、

野
卑
で
猥
褻
な
脚
色
で
あ
る
。
作
者
の
見
識
が
低
い
場
合
、
と
き
お
り
滑
稽
さ
を

現
す
材
料
に
苦
し
ん
で
、
諧
謔
の
材
料
を
探
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
ま
っ
た
く

卑
し
む
べ
き
事
柄
を
さ
え
、
そ
の
物
語
の
中
に
加
え
て
、
笑
い
を
取
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
あ
る
。
一
九
の
『
膝
栗
毛）（1
（

』、
金
鵞
の
『
七
偏
人）（1
（

』
の
ご
と
き
が
こ
れ
で

あ
る
。
我
が
維
新
前
に
流
行
し
た
小
説
と
し
て
こ
れ
を
批
評
す
る
な
ら
ば
、
き
わ

め
て
巧
妙
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
当
の
小
説
と
し
て
、
さ
ら
に
批
評
を
下
す
と
き

に
は
、
ほ
と
ん
ど
読
む
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
思
う
に
「
下
品
な
」
物
語）（1
（

が

多
い
か
ら
だ
。
英
国
の
小
説
家
デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ）11
（

が
著
し
た
『
ピ
ク
リ
ウ
ィ
ッ
ク
・

ペ
ー
パ
ル
ス）1（
（

』
の
ご
と
き
も
の
は
、
純
然
た
る
快
活
小
説
の
一
種
で
あ
っ
て
、
通

篇
諧
謔
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
け
っ
し
て
猥
雑
な
脚
色
も
な
け
れ
ば
、
卑
し
気
な

文
字
も
な
い
。
思
う
に
、
滑
稽
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
猥
雑
な
事
物
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
滑
稽
、
諧
謔
の
秘
訣
は
、
厳
か
さ
、
傲
慢
さ
、
高
尚
な

も
の
と
、
愚
か
で
、
卑
し
く
、
卑
猥
な
も
の
と
を
巧
み
に
交
え
て
描
く
と
こ
ろ
に

あ
る
。
た
と
え
ば
「
つ
ま
ら
ぬ
物
」
を
「
た
い
そ
う
な
も
の
」
の
よ
う
に
こ
と
さ
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六
七

ら
に
言
い
立
て
、
卑
し
い
も
の
を
高
尚
な
も
の
の
よ
う
に
あ
え
て
言
う
な
ど
も
、

笑
い
を
得
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
真
面
目
な
老
人
の
粗
忽
な
ふ
る

ま
い
、
あ
る
い
は
傲
慢
な
人
物
が
「
へ
こ
ま
さ
れ
た
」
よ
う
す
な
ど
、
す
べ
て
滑

稽
の
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
偶
然
の
失
敗
か
ら
発
生
す
べ
き
条

件
に
は
笑
い
の
種
と
な
る
も
の
が
多
い
。
ど
う
し
て
必
ず
し
も
淫
猥
な
こ
と
に

よ
っ
て
諧
謔
の
材
料
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

�

（
以
下
次
号
）

〔
注
〕

（
（
）�千
歳
座
・
現
在
の
歌
舞
伎
劇
場
。
明
治
座
の
前
身
。
明
治
十
八
年
、
久
松
座
が
改

称
し
て
成
立
。
市
川
團
十
郎
、
尾
上
菊
五
郎
、
市
川
左
団
次
な
ど
一
級
の
役
者
を

そ
ろ
え
た
。

（
（
）�渡
り
台
詞
・
歌
舞
伎
で
二
人
以
上
の
人
物
が
台
詞
を
順
番
に
分
け
て
読
み
、
最
後

に
全
員
で
締
め
く
く
る
こ
と
。

（
（
）�鵺
言
葉
・
い
ろ
い
ろ
な
地
方
や
階
層
の
言
葉
が
混
じ
っ
た
不
自
然
な
言
葉
。

（
（
）�世
話
物
・
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
時
代
物
に
対
す
る
分
類
。
当
時
の
現
代
劇
。

（
（
）�こ
の
ご
ろ
の
ふ
り
が
な
新
聞
・『
東
京
絵
入
新
聞
』、『
仮
名
読
新
聞
』
な
ど
当
時

の
大
衆
向
け
の
新
聞
。
小
新
聞
（
こ
し
ん
ぶ
ん
）
と
呼
ば
れ
た
。
総
ル
ビ
で
娯
楽

的
要
素
が
強
い
。

（
（
）�続
話
の
雑
報
・
明
治
十
年
こ
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
三
面
記
事
に
連
載
形
式
の
「
続
き

物
」
が
現
わ
れ
、
の
ち
の
新
聞
連
載
小
説
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

（
（
）�種
彦
文
に
似
て
い
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
俗
文
体
（
春
水
文
）
に
似
て
い
る
も
の
で

あ
る
・
前
に
「
艸
冊
紙
文
体
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
あ
り
て
（
中
略
）
京
山
、
種

彦
の
文
章
に
は
お
も
に
京
阪
の
俗
諺
を
用
ひ
て
冊
子
の
詞
を
綴
り
」
と
あ
る
。

（
（
）�二
世
種
彦
・
笠
亭
仙
果
（
り
ゅ
う
て
い
・
せ
ん
か
・
一
八
〇
四
～
六
八
年
）
江
戸

時
代
の
戯
作
者
。
柳
亭
種
彦
の
弟
子
。
種
彦
の
死
後
二
世
を
名
乗
っ
た
。

（
（
）�か
な
の
く
わ
い
・
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
に
「
い
ろ
は
く
わ
い
」、「
い
ろ
は

ぶ
ん
会
」
な
ど
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た
仮
名
文
字
で
日
本
語
を
表
記
す
る
こ
と

を
主
張
し
た
団
体
。

（
（0
）�羅
馬
字
会
・
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
に
に
外
山
正
一
ら
が
中
心
と
な
っ
て
設

立
さ
れ
た
日
本
語
の
表
記
に
ロ
ー
マ
字
を
使
う
こ
と
を
主
張
し
た
団
体
。

（
（（
）�曲
亭
馬
琴
が
か
つ
て
小
説
の
法
則
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
・
以
下
は
、

「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
九
輯
中
帙
附
言
」
か
ら
の
引
用
。

（
（（
）�唐
山
元
明
・『
小
説
神
髄
』
の
ふ
り
が
な
は
「
と
う
ざ
ん
げ
ん
み
ん
」。『
八
犬

伝
』
は
「
か
ら
く
に
げ
ん
み
ん
」。「
唐
山
」
は
中
国
の
こ
と
。

（
（（
）�『
八
犬
伝
』
に
は
、
こ
の
直
後
に
「
譬
バ
象
棋
の
起
馬
の
如
し
。
敵
の
馬
を
畧
る

と
き
ハ
。
そ
の
馬
を
も
て
彼
を
攻
。
我
馬
を
喪
へ
バ
。
我
馬
を
も
て
苦
し
め
ら
る
。

変
化
安
に
ぞ
彊
り
あ
ら
ん
。
是
主
客
の
の
崖
畧
也
。」
と
あ
る
。

（
（（
）�金
瑞
・
金
聖
嘆
（
き
ん
・
せ
い
た
ん
・
一
六
〇
八
～
一
六
六
一
）
清
初
の
文
芸
批

評
家
。『
水
滸
伝
』、『
西
廂
記
』
の
批
評
で
知
ら
れ
る
。

（
（（
）�た
と
え
ば
、
舩
虫
、
媼
内
が
牛
の
角
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
の
は
、
北
越
二
十
村
に

あ
る
闘
牛
の
照
対
で
あ
る
。
ま
た
、
犬
飼
現
八
の
千
住
の
川
で
繋
い
だ
船
で
す
る

組
み
討
ち
は
、
芳
流
閣
上
の
組
み
討
ち
の
反
対
で
あ
る
。・『
八
犬
伝
』
で
は
、

「
譬
バ
本
編
第
九
十
回
に
。
舩
虫
媼
内
が
牛
の
角
を
も
て
戮
せ
ら
る
ゝ
ハ
。
第
七

十
四
回
北
越
二
十
村
な
る
。
闘
牛
の
照
対
也
。
又
八
十
回
な
る
。
犬
飼
現
八
が
千

住
河
に
て
繋
舟
の
組
撃
は
。
第
三
十
一
回
に
。
信
乃
が
芳
流
閣
な
る
。
組
撃
の
反

対
也
。」
と
あ
る
。
第
九
十
回
で
は
、
毒
婦
舩
虫
が
、
最
後
の
夫
に
な
る
媼
内
と

八
犬
士
の
一
人
犬
田
小
文
吾
鉄
砲
で
撃
ち
殺
そ
う
と
す
る
が
、
逆
に
と
ら
え
ら
れ

木
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
け
し
か
け
ら
れ
た
牛
に
突
き
殺
さ
れ
る
場
面
を
指
す
。
第

七
十
四
回
は
、
犬
田
小
文
吾
が
越
後
小
千
谷
の
闘
牛
で
、
暴
れ
牛
を
素
手
で
取
り

押
さ
え
、
そ
の
褒
美
と
し
て
も
ら
っ
た
金
品
を
、
案
内
を
し
て
く
れ
た
力
士
に
与

え
た
の
が
仇
と
な
っ
て
、
そ
の
力
士
が
舩
虫
と
当
時
の
夫
に
殺
さ
れ
た
場
面
を
指

す
。
八
十
回
は
、
賊
を
追
っ
て
千
住
の
川
に
繋
ぎ
止
め
て
あ
っ
た
舟
の
上
で
、
八

犬
士
の
一
人
犬
飼
現
八
が
同
じ
く
八
犬
士
の
犬
山
道
節
と
犬
塚
信
乃
と
巡
り
合
う

場
面
を
指
す
。
第
三
十
一
回
は
、
捕
り
手
の
名
人
だ
っ
た
犬
飼
現
八
が
命
じ
ら
れ

て
、
犬
塚
信
乃
を
捕
え
よ
う
と
芳
流
閣
に
登
り
、
組
み
討
ち
と
な
っ
て
二
人
で
川

に
落
ち
る
場
面
を
指
す
。



現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
十
一
）（
坂
井　

健
）

六
八

（
（（
）�ト
ラ
デ
ィ
・
コ
メ
デ
ィ
・tragicom

edy

・
悲
喜
劇
。「
英
国
の
学
者
な
に
が
し
」

は
未
詳
。

（
（（
）�一
九
の
『
膝
栗
毛
』・『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』、
十
返
舎
一
九
作
。
享
和
二
（
一
八

〇
二
）
年
か
ら
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
。
滑
稽
本
。
弥
次
喜
多
道
中
で
知
ら
れ

る
。

（
（（
）�金
鵞
の
『
七
偏
人
』・『
妙
竹
林
話　

七
偏
人
』
梅
亭
金
鵞
作
。
滑
稽
本
。
安
政
四

（
一
八
五
七
）
か
ら
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
。
七
人
の
変
な
男
た
ち
の
滑
稽
を

描
く
。

（
（（
）�「
下
品
な
」
事
件
・
た
と
え
ば
、『
膝
栗
毛
』
の
「
発
端
」
で
は
、
棺
桶
に
さ
か
さ

ま
に
入
れ
ら
れ
た
娘
の
陰
毛
を
見
て
、
濃
い
胸
毛
だ
と
思
い
こ
む
場
面
が
あ
る
。

『
七
偏
人
』
の
「
第
一
回
」
で
は
、
下
太
郎
が
酒
だ
と
思
い
込
ん
で
、
虚
呂
松
の

小
便
を
嘗
め
る
場
面
が
あ
る
。

（
（0
）�デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
・C

harles�D
ickens

（
一
八
一
二
～
一
八
七
〇
）
イ
ギ
リ
ス
の

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
気
を
代
表
す
る
作
家
。
代
表
作
に
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ロ
ル
』、

『
二
都
物
語
』
な
ど
。

（
（（
）�ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
・
ペ
ー
パ
ル
ス
・Pickw

ick�Papers
（
一
八
三
六
～
一
八
三
七
）

デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
最
初
の
長
編
小
説
。
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ブ
の
会
員
の
旅
行
記

を
ま
と
め
た
体
裁
の
小
説
。

（
さ
か
い　

た
け
し　

日
本
文
学
科
）

二
〇
二
一
年
十
一
月
一
日
受
理


