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は
じ
め
に

馬
琴
の
読
本
作
品
に
お
い
て
、
む
し
ろ
悪
人
の
描
写
の
方
が
優
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
早
く
先
行
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る⎠

1
⎝

。
親
に
対
す
る
孝
、
主
君
に
対
す
る
忠
、
夫
に
対
す
る
貞
の

よ
う
な
、
善
と
見
な
さ
れ
る
行
為
は
、
他
の
登
場
人
物
の
言
葉
を
借

り
て
讃
え
ら
れ
る
が
、し
か
し
そ
の
人
物
が
善
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

必
ず
善
報
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
善
人
に
は
悪
人
の
陰

謀
に
よ
る
様
々
な
試
練
が
訪
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
苦
難
を

乗
り
越
え
、め
で
た
い
結
末
を
迎
え
る
こ
と
が
善
報
な
の
で
あ
る
が
、

馬
琴
は
善
報
に
は
あ
ま
り
力
点
を
置
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

流
行
作
者
で
あ
っ
た
馬
琴
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
通
俗
的
な
読
み

物
を
創
作
す
る
立
場
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
読
者
は
戯
作
を
娯
楽
の
た
め
に
読
み
、
作
者
は
作
品
が
よ
り

娯
楽
的
で
あ
る
よ
う
に
工
夫
を
懲
ら
す
。
馬
琴
も
勧
善
懲
悪
思
想
や

因
果
応
報
思
想
を
作
中
に
持
ち
込
ん
で
、
読
者
に
楽
し
み
を
与
え
る

こ
と
を
第
一
に
考
え
て
読
本
を
創
作
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
特
に

勧
善
懲
悪
を
描
く
際
に
は
、善
人
よ
り
悪
人
を
丁
寧
に
描
く
こ
と
で
、

作
品
の
娯
楽
性
を
高
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
悪
人
を
善
人
よ
り
印

象
的
に
描
け
ば
、
勧
善
懲
悪
思
想
に
お
い
て
、
自
ず
と
「
勧
善
」
よ

り
「
懲
悪
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。本

稿
で
は
、
ま
ず
『
椿
説
弓
張
月
』（
以
下
、『
弓
張
月
』
と
略
称
）

の
阿
公
と
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
以
下
、『
八
犬
伝
』
と
略
称
）
の
船

虫
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
中
で
随
一
の
悪
女
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
分
析
し
、
両
者
が
特
に
強
烈
に
描
か
れ
て
い
る
理
由
が
「
懲
悪
」

馬
琴
読
本
に
お
け
る
「
懲
悪
」
の
理
念

―
『
弓
張
月
』
の
阿
公
と
『
八
犬
伝
』
の
船
虫
を
手
が
か
り
に
―
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を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
馬
琴
の
考

え
て
い
た
正
し
い
勧
懲
観
に
つ
い
て
検
討
し
、
馬
琴
作
品
に
お
い
て

「
懲
悪
」
を
強
く
描
く
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
照
す
る
「
勧
善
」
も
強

調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

一
、『
弓
張
月
』
の
阿
公
と
悪
報

『
弓
張
月
』
に
は
、
因
果
応
報
は
明
確
に
表
れ
て
い
る
が
、
勧
善

懲
悪
思
想
は
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い⎠

2
⎝

。
他
の
馬
琴

読
本
で
は
、
婦
幼
の
た
め
に
勧
善
懲
悪
を
描
く
と
い
う
こ
と
を
、
序

文
や
本
文
の
中
に
、
あ
る
い
は
、
附
言
な
ど
の
文
章
を
設
け
て
、
作

者
の
言
葉
と
し
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
馬
琴
は
勧
善
懲
悪

思
想
を
多
く
の
作
品
中
で
明
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
弓
張

月
』
で
は
、勧
善
懲
悪
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

実
際
に
『
弓
張
月
』
に
は
、
勧
善
懲
悪
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

『
弓
張
月
』
の
登
場
人
物
の
一
部
は
、
善
人
と
悪
人
と
に
振
り
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、源
為
朝
と
白
縫
と
紀
平
治
は
善
人
、

曚
雲
と
阿く
ま
ぎ
み公
と
利
勇
は
悪
人
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
を

比
較
し
て
み
る
と
、
善
人
よ
り
悪
人
の
人
物
像
の
方
が
鮮
明
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
為
朝
は
様
々
な
苦
難
を
乗
り
越
え
、

最
終
的
に
は
琉
球
の
争
乱
を
平
定
す
る
が
、
善
人
と
し
て
讃
え
ら
れ

る
ほ
ど
の
活
躍
に
は
至
ら
な
い
。
一
方
、
為
朝
と
敵
対
関
係
に
置
か

れ
て
い
る
曚
雲
は
、
紛
う
事
な
き
悪
人
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
。
他
の

悪
人
も
同
様
で
、
物
語
に
お
け
る
彼
等
の
存
在
感
は
著
し
い
。

右
に
挙
げ
た
悪
人
の
う
ち
、
阿
公
は
最
も
極
悪
非
道
な
人
物
で
あ

る
。
彼
女
を
極
悪
人
た
ら
し
め
て
い
る
行
為
は
い
か
な
る
も
の
か
。

簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

阿
公
は
、
将
来
、
琉
球
国
王
に
立
て
る
べ
き
赤
子
を
盗
む
た
め
、

鶴
亀
兄
弟
と
そ
の
母･

新に
い
が
き垣

に
近
づ
く
。
こ
の
新
垣
は
、
中な
か
ぐ
す
く
の
あ
ん
ず

城
按
司

･

毛も
う
こ
く
て
い

国
鼎
の
妻
で
、男
子
を
孕
ん
で
い
る
。産
気
づ
い
た
様
子
な
の
で
、

阿
公
は
鶴
亀
兄
弟
を
薬
屋
に
行
か
せ
、
新
垣
の
腹
を
斬
り
、
そ
の
中

か
ら
胎
児
を
奪
い
逃
走
す
る
。

以
上
が
『
弓
張
月
』
に
お
け
る
阿
公
の
悪
行
で
あ
る
。
新
垣
の
腹

か
ら
胎
児
を
奪
う
場
面
を
次
に
引
用
す
る
。

項え
り

に
掛か
け

た
る
袋ふ
く
ろ

の
紐ひ
も

を
、
さ
と
引ひ
き

断ち
ぎ
つ離

て
短み
ぢ
か

に
、
あ
や
と
り

結む
す

ぶ
玉た
ま
た
す
き襷

、
が
胸む
な
さ
か前

摑つ
か

ん
で
、
仰の
け

さ
ま
に
突つ
き
た
ふ倒

し
、
玉た
ま

散ち

る

刃や
い
ば

を
閃ひ
ら
め

か
し
て
、
〓
わ
き
ば
ら

（
月
＋
害
）
浅あ
さ

く
か
き
破や
ぶ

れ
ば
、

叫あ

あ苦
と
魂た
ま

消ぎ

る
へ
、
手て

を
さ
し
入い

れ
て
引ひ
き
い
だ出
す
は
、
思
ふ
に

違た
が
は

ず
な
り
。 

（『
弓
張
月
』
続
編
巻
之
五
、
第
四
十
三
回
）

こ
の
段
に
は
、
極
め
て
残
酷
な
挿
絵
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
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に
は
「
新
垣
を
殺
し
て
阿
公
胎
内
の
子
を
奪
う
」
と
詞
書
が
あ
り
、

仰
向
け
に
な
っ
て
叫
ん
で
い
る
新
垣
の
腹
を
斬
っ
て
、
胎
児
を
取
り

出
し
て
い
る
阿
公
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。『
弓
張
月
』
の
全
挿

絵
を
通
し
て
、
も
っ
と
も
残
酷
な
場
面
を
描
い
た
挿
絵
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

阿
公
が
胎
児
を
奪
う
段
は
、近
松
半
二
の
浄
瑠
璃
『
奥
州
安
達
原
』

（
宝
暦
十
二
年
九
月
十
日
、
竹
本
座
初
演
）
か
ら
趣
向
を
取
っ
た
と
い
う

指
摘
が
あ
る⎠

3
⎝

。『
奥
州
安
達
原
』
の
四
段
目
切
「
一
ッ
家
の
段
」
が

該
当
す
る
段
で
あ
る
。
次
に
、
胎
児
奪
取
に
関
わ
る
筋
を
簡
略
に
記

す
。

 　

前
九
年
の
役
の
後
（
八
幡
太
郎
義
家
が
安
倍
氏
を
平
定
し
た
後
）
の

こ
と
で
あ
る
。
安
達
原
に
、
強
盗
殺
人
を
し
て
軍
用
金
を
賄
う
岩

手
と
い
う
女
性
が
い
る
。
彼
女
の
夫
は
安
倍
頼
時
で
、
こ
の
軍
用

金
は
、
義
家
へ
の
復
讐
の
た
め
の
資
金
で
あ
る
。
岩
手
は
皇
弟･

環た
ま
き

の
宮み
や

に
仕
え
て
い
る
。
あ
る
日
、
環
の
宮
の
止
声
病
の
治
療

薬
と
し
て
、
胎
児
の
鮮
血
が
要
る
こ
と
を
知
っ
た
岩
手
は
、
ち
ょ

う
ど
そ
の
時
家
に
泊
っ
て
い
た
妊
婦･

恋こ
ひ
ぎ
ぬ絹
の
腹
を
斬
っ
て
胎
児

を
奪
う
。
と
こ
ろ
が
、恋
絹
は
自
身
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

泣
き
悲
し
む
。
そ
し
て
、
環
の
宮
は
実
は
義
家
の
子･

八
つ
若
で

あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
自
ら
の
復
讐
の
計
策
が
水
の
泡

と
な
っ
た
こ
と
に
堪
え
き
れ
ず
、
岩
手
は
自
害
す
る
。

以
上
の
筋
か
ら
、
岩
手
が
『
弓
張
月
』
の
阿
公
に
当
た
り
、
恋
絹

が
新
垣
に
当
た
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岩
手
は
恋
絹
の
腹
か
ら

胎
児
を
奪
っ
た
後
に
、
恋
絹
が
自
身
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の

で
あ
る
が
、
阿
公
も
新
垣
の
死
後
に
、
彼
女
が
娘
で
あ
っ
た
と
気
付

く
。
こ
の
よ
う
に
、『
弓
張
月
』
の
阿
公
と
胎
児
奪
取
の
件
り
は
、『
奥

州
安
達
原
』
の
四
段
目
切
「
一
ッ
家
の
段
」
か
ら
取
り
入
れ
た
の
で

あ
る
。

で
は
、双
方
の
場
面
の
相
違
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。『
奥
州
安
達
原
』

の
岩
手
は
、
自
ら
の
計
策
が
失
敗
し
た
こ
と
に
対
し
て
苦
し
み
自
害

す
る
。
だ
が
、『
弓
張
月
』
の
阿
公
は
、
自
ら
の
罪
に
対
し
て
懺
悔
し

自
害
を
試
み
る
が
、元
の
情
人
で
あ
る
紀
平
治
に
斬
ら
れ
て
し
ま
う
。

自
害
し
て
自
ら
の
罪
を
償
う
こ
と
を
阻
ま
れ
、
阿
公
は
悪
人
の
ま
ま

最
期
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
阿
公
の
自
害
を
阻
止
す
る
の
は
、
古
い
廟
の
内
で
阿
公
の

懺
悔
を
聞
い
て
い
た
為
朝
で
あ
る
。『
弓
張
月
』
全
体
を
通
じ
て
、

阿
公
の
懺
悔
と
斬
首
の
場
面
は
、
最
も
劇
的
な
場
面
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
阿
公
の
懺
悔
が
終
り
自
害
し
よ
う
と
す
る
そ
の
時
、

「
老ろ
う
ぞ
く賊
阿く
ま
ぎ
み公
自じ
さ
つ殺
は
さ
せ
じ
。
鎮ち
ん
ぜ
い西
八は
ち
ら
う郎
源
み
な
も
と
の

為た
め
と
も朝
、こ
ゝ
に
あ
り
」

と
い
う
為
朝
の
言
葉
と
と
も
に
、
為
朝
、
王
女
、
舜
天
丸
、
松
寿
、
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紀
平
治
が
次
々
と
登
場
す
る
。
そ
し
て
為
朝
は
、

か
く
て
王わ
ん
ず子

阿く
ま
ぎ
み公

が
進た
ち
ふ
る
ま
ひ退

、
鶴つ
る
か
め亀

同は
ら
か
ら胞

が
為て
い
た
ら
く体

、
こ
れ
を

窃た
ち
ぎ聞ゝ

、
こ
れ
を
闕か
い
ま
み窺

、
の
道ど
う
り理

感か
ん

ず
れ
ば
、
亦ま
た

紀き
へ
い
ぢ

平
治
が
い
ふ

よ
し
あ
り
。
さ
る
に
よ
つ
て
が
、
先せ
ん
ぴ非
を
悔く
ひ

た
る
自じ
さ
つ殺
を
と
ゞ

む
。
や
よ
、
願ね
が

ふ
に
ま
か
し
て
阿く
ま
ぎ
み公

が
、
介か
い
し
や
く錯

許ゆ
る

す
。

 
（『
弓
張
月
』
残
編
巻
之
三
、
第
六
十
三
回
）

と
、
紀
平
治
が
阿
公
に
厳
罰
を
与
え
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
。
こ

の
場
面
で
主
要
人
物
ら
が
立
ち
聞
き
を
し
て
い
た
と
設
定
し
、
物
語

の
展
開
を
よ
り
劇
的
に
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
た
い⎠

4
⎝

。

と
こ
ろ
で
紀
平
治
は
、
阿
公
と
か
つ
て
一
夜
の
契
り
を
結
ん
だ
こ

と
を
明
か
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

わ
れ
は
短た
ん
た
う刀

、
妹い
も

は
巻ま
き
も
の軸

、
こ
れ
再さ
い
く
わ
い会

の
紀か
た
み念

に
と
、
と
り

か
は
し
つ
ゝ
わ
か
れ
、
家い
へ

に
帰か
へ

り
て
が
、
お
く
り
し
物も
の

を
披ひ
ら
き

て
見
れ
ば
、
琉り
う
き
う
こ
く

球
国
の
地ち

づ図
に
し
て
、
風ふ
う
ぞ
く俗
俚り
げ
ん言
に
い
た
る
ま

で
、
事こ
と

精つ
ま
び
ら
か細
に
録し
る

し
た
り
。
こ
は
奇
な
る
こ
と
も
あ
り
け
り
。

わ
が
先
祖
は
琉
球
の
、
人
な
る
よ
し
は
亡
父
の
、
物
が
た
り
に

て
聞
た
れ
ど
も
、
書
も
と
ゞ
め
し
物
は
あ
ら
ず
。

 

（『
弓
張
月
』
残
編
巻
之
三
、
第
六
十
三
回
）

こ
こ
で
い
う
「
妹
」
と
「
淫
婦
」
は
、
共
に
阿
公
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
。
紀
平
治
は
、
阿
公
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
琉
球
の
地

図
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
に
は
琉
球
の
風
俗
や
俚
言
が
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
段
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
紀
平
治
の

琉
球
に
関
す
る
知
識
は
こ
の
地
図
か
ら
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
紀
平
治
は
、
為
朝
が
琉
球
に
最
初
に
渡
っ
た
際
、
彼
の
道
案

内
役
を
任
さ
れ
て
い
る
が
（『
弓
張
月
』
前
編
第
五
回
）、
そ
の
時
に
登

場
し
た
琉
球
の
地
図
は
、
実
は
阿
公
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
こ
こ
で
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
文
の
後
に
、

「
年と
し
ご
ろ来

蔵お
さ

め
し
彼か
し
こ処

の
地ち

づ図
が
、
主し
ゆ
く
ん君

の
益や
く

に
た
ち
し
夜や
く
し
ま

玖
島
、
彼か
の

郷み
ち
し
る
べ導

に
倶ぐ

し
給
へ
ば
」
と
い
う
紀
平
治
の
言
葉
が
続
き
、
阿
公
が

為
朝･

紀
平
治
の
主
従
関
係
と
も
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

ま
た
、
阿
公
と
紀
平
治
の
関
係
の
ほ
か
に
、
新
垣
や
鶴
亀
兄
弟
と

の
関
係
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
阿
公
は
懺
悔
の
際
、
自
ら
の
血

縁
関
係
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
新
垣
は
阿
公
の
娘
で
、
ま
た
新
垣

の
子･

鶴
亀
兄
弟
が
阿
公
の
孫
で
あ
る
こ
と
が
、
自
ず
と
こ
こ
に
明

か
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
阿
公
と
新
垣
の
関
係
は
『
奥
州
安

達
原
』
に
倣
っ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
鶴
亀
兄
弟
と
も
血
縁
関
係
が
あ

る
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
劇
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
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る
。阿

公
と
新
垣
、鶴
亀
兄
弟
が
血
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、『
弓
張
月
』

の
勧
善
懲
悪
を
論
じ
る
際
に
、
大
変
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
阿
公
が

自
ら
の
罪
を
深
く
反
省
す
る
際
、
鶴
亀
兄
弟
に
自
身
を
斬
る
よ
う
に

促
す
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
阿
公
は
、
悪
党･

利
勇
の
奸
計
に

よ
っ
て
悪
事
を
犯
し
た
の
で
あ
っ
て
、
新
垣
が
自
ら
の
娘
で
あ
り
鶴

亀
兄
弟
が
孫
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
と
語
る
。
そ
し
て
鶴
亀

兄
弟
は
、
阿
公
が
祖
母
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
彼
女
に
留
め
を
刺
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
阿
公
と
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
、
鶴
亀
兄
弟
の

敵
討
ち
（
母･

新
垣
を
殺
し
赤
子
を
盗
ん
だ
、
阿
公
へ
の
敵
討
ち
）
は
そ
の

目
的
を
失
い
、
阿
公
は
自
害
を
も
っ
て
罪
の
精
算
を
試
み
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
害
に
よ
る
罪
の
精
算
が
許
さ
れ
な
い
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
阿
公
に
お
け
る
奇
遇
な
血
縁
関
係
は
、
極
悪
人
に
は
必
ず
悪
報

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
人
物
設
定
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、『
八
犬
伝
』
の
船
虫
と
悪
報

『
八
犬
伝
』
は
全
一
八
〇
回
（
一
〇
六
冊
）
に
及
ぶ
大
作
だ
け
あ
っ

て
、
多
く
の
人
物
が
登
場
す
る
。『
弓
張
月
』
と
同
じ
く
『
八
犬
伝
』

に
お
い
て
も
、
登
場
人
物
の
多
く
は
善
人
ま
た
は
悪
人
に
振
り
分
け

る
こ
と
が
で
き
、
物
語
の
中
に
は
彼
ら
の
善
報
や
悪
報
が
描
か
れ
て

い
る
。
殊
更
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
が
、『
八
犬
伝
』
は
、
馬
琴
の
勧

善
懲
悪
思
想
の
集
大
成
と
な
る
作
品
で
あ
る
。
八
犬
士
は
仁
義
八
行

（
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
）
の
徳
目
の
う
ち
の
一
文
字
が
書
か
れ
た
珠
を

持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
に
も
徳
目
が
一
文
字
ず
つ
入
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、彼
等
は
善
を
象
徴
す
る
存
在
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（
例

え
ば
、
犬
塚
信
乃
戍
孝4

）。
ま
た
、
八
犬
士
の
周
辺
人
物
も
善
人
で
あ

る
（
例
え
ば
、
伏
姫
、
浜
路
、
金か
な
ま
り碗
大だ
い
す
け輔
孝た
か
の
り徳
。
特
に
、
里
見
家
に
縁
の
あ

る
人
物
の
場
合
）。
一
方
、
悪
人
と
し
て
は
亀か
め
ざ
さ篠
、
蟇ひ
き
ろ
く六
、
船
虫
、

蟇ひ
き
た田

権ご
ん
の
か
み守

素も
と
ふ
じ藤

の
よ
う
な
人
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ

て
前
田
愛
氏
は
、
本
作
品
の
悪
人
の
名
前
は
鳥
獣
虫
魚
に
ち
な
ん
で

名
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
述
べ
た⎠

5
⎝

。『
八
犬
伝
』
で
は
、

人
物
の
名
前
を
も
っ
て
、善
人
か
悪
人
か
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
船
虫
も
、
名
前
か
ら
悪
人
で
あ
る
こ
と
が
類
推
で

き
る
。

『
八
犬
伝
』
に
お
い
て
船
虫
の
登
場
す
る
段
は
、
大
き
く
四
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
船
虫
を
中
心
に
あ
ら
す
じ
を
ま
と

め
、
船
虫
が
『
八
犬
伝
』
随
一
の
悪
女
で
あ
る
要
因
に
つ
い
て
考
察

す
る
（
四
つ
の
段
名
は
、
稿
者
が
適
宜
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
）。

⑴
武
州
阿あ

さ

や
佐
谷
の
段
（
第
五
十
二
回
～
第
五
十
三
回
）
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小
文
吾
は
猪
に
襲
わ
れ
て
い
る
並
四
郎
を
助
け
る
。
彼
の
妻
は

船
虫
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
小
文
吾
は
寝
室
に
入
っ
た
盗
人
を
斬
る

が
、そ
れ
は
金
子
を
盗
む
た
め
に
忍
び
込
ん
だ
並
四
郎
で
あ
っ
た
。

小
文
吾
は
船
虫
か
ら
詫
び
の
印
と
し
て
尺
八
を
も
ら
う
が
、
そ
れ

は
か
つ
て
彼
女
が
千
葉
家
よ
り
盗
ん
だ
名
笛
「
嵐
山
」
で
、
小
文

吾
に
盗
み
の
罪
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。実
は
、

船
虫
夫
婦
は
旅
人
の
金
子
を
盗
み
、
時
に
は
人
殺
し
ま
で
働
き
暮

ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
文
吾
へ
の
企
み
が
失
敗
し
、
船
虫
は

一
旦
千
葉
家
の
家
臣
に
捕
ら
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
逃
走
す
る
。

⑵
下
野
庚
申
山
の
段
（
第
六
十
二
回
～
第
六
十
七
回
）

 　

船
虫
は
赤
岩
一
角（
実
は
化
け
猫
）の
後
妻
と
し
て
生
き
て
い
る
。

船
虫
は
義
理
の
子･

角
太
郎
の
妻･

雛ひ
な
ぎ
ぬ衣

に
自
害
を
勧
め
る
。
現
八

の
矢
に
射
ら
れ
た
一
角
の
眼
を
治
す
た
め
に
は
胎
児
の
肝
が
必
要

で
、
こ
の
時
、
雛
衣
は
子
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
雛
衣
が
自

害
す
る
と
傷
口
か
ら
球
が
飛
び
出
し
、
一
角
を
攻
撃
す
る
。
こ
こ

で
一
角
の
正
体
が
暴
か
れ
る
。
船
虫
は
捕
ら
え
ら
れ
連
行
さ
れ
る

が
、
途
中
で
逃
走
す
る
。

⑶
越
後
小お

ぢ

や
千
谷
の
段
（
第
七
十
五
回
～
第
七
十
七
回
）

 　

眼
病
を
患
っ
て
い
る
小
文
吾
は
治
療
の
た
め
に
瞽ご

ぜ女
を
雇
う

が
、
そ
の
瞽
女
は
船
虫
で
あ
っ
た
。
小
文
吾
に
眼
病
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
船
虫
は
、
偽
の
瞽
女
と
な
っ
て
元
の
夫･

並
四
郎
の
敵

討
ち
の
時
期
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
船
虫
は
小
文
吾
を
襲
う

が
失
敗
す
る
。
こ
の
時
、
船
虫
は
山
賊
の
酒し
ゅ
て
ん
じ

顛
二
と
夫
婦
の
縁
を

結
び
、
賊
婦
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
船
虫
は
山
賊
ら
と
共
に
小

文
吾
を
再
度
襲
う
が
ま
た
も
や
失
敗
し
、
夫･

酒
顛
二
は
小
文
吾

と
荘
助
に
討
た
れ
て
し
ま
う
。
船
虫
は
山
賊
の
媪お
ば
な
い内
と
二
人
で
逃

走
す
る
。

⑷
武
州
司
馬
浜
の
段
（
第
九
十
回
）

 　

船
虫
と
媪
内
は
夫
婦
で
あ
る
。
船
虫
は
武
蔵
国
司
馬
浜
で
辻
君

と
な
り
、
強
盗
や
殺
人
を
働
き
な
が
ら
生
計
を
立
て
て
い
る
。
そ

ん
な
と
こ
ろ
を
小
文
吾
に
見
つ
か
り
、
船
虫
は
六
犬
士
に
捕
ら
え

ら
れ
る
。
妻
を
助
け
る
た
め
に
や
っ
て
来
た
媪
内
と
共
に
、
船
虫

は
こ
れ
ま
で
の
悪
行
の
報
い
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
。

以
上
が
、
船
虫
を
中
心
と
す
る
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
⑴
「
武
州
阿

佐
谷
の
段
」、
⑶
「
越
後
小
千
谷
の
段
」、
⑷
「
武
州
司
馬
浜
の
段
」

に
お
け
る
船
虫
は
、
盗
賊
の
妻
と
し
て
、
強
盗
殺
人
を
犯
し
て
生
計

を
立
て
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
ま
た
、
⑵
「
下
野
庚
申
山

の
段
」
の
船
虫
は
、
強
盗
殺
人
に
ま
で
は
至
っ
て
な
い
が
、
夫
の
眼
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を
治
す
た
め
に
、
嫁
に
自
害
を
勧
め
、
胎
児
の
肝
を
得
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
以
上
の
船
虫
の
事
跡
を
見
る
と
、
彼
女
は
馬
琴
読
本
に
お

け
る
極
悪
人
の
条
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
悪
人
的
要
素
は
、
馬
琴
の
勧
懲
観
に

基
づ
く
独
自
の
特
徴
と
は
言
い
難
い
。
他
人
の
金
子
を
盗
ん
だ
り
、

金
子
を
狙
っ
て
人
を
殺
し
た
り
す
る
行
為
は
、
馬
琴
以
外
の
ど
の
作

者
の
作
品
で
も
悪
行
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
理

由
の
他
に
、
馬
琴
が
船
虫
を
悪
人
と
し
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

馬
琴
の
勧
懲
観
の
基
準
か
ら
、
船
虫
が
悪
人
と
い
え
る
第
一
の
理

由
は
、
彼
女
が
貞
節
を
守
ら
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。『
八
犬
伝
』
で

船
虫
の
夫
と
し
て
登
場
す
る
人
物
は
、
計
四
人
（
並
四
郎
、
一
角
、
酒

顛
二
、
媪
内
）
に
及
ぶ
。
馬
琴
の
勧
懲
観
に
お
い
て
は
、
女
性
に
と

っ
て
夫
に
対
す
る
貞
節
を
守
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
あ
る⎠

6
⎝

。
つ
ま

り
、
船
虫
の
よ
う
に
四
人
も
の
男
を
夫
と
す
る
女
は
、
馬
琴
の
勧
懲

観
に
即
し
て
考
え
る
と
、
紛
れ
も
な
い
悪
人
な
の
で
あ
る
。

小こ
ぶ
ん
ご

文
吾
歯は

を
切
く
ひ
し
ば

り
て
、「
這こ
の

船ふ
な
む
し虫
は
三み

た
び
ま
で
の
妻つ
ま

に
做な

り

て
、
悪あ
く

を
資た
す

け
し
の
み
な
ら
ず
、
某
そ
れ
が
し

を
害が
い

せ
ん
と
し
つ
る
も

二に

ど度
に
及お
よ

び
た
り
。
類た
ぐ
ひ

稀ま
れ

な
る
賊ぞ
く
ふ婦
に
こ
そ
」
と
敦い
き
ま
き圉
猛た
け

く

れ
ば
、
現げ
ん
ぱ
ち八

も
亦ま
た

拳こ
ぶ
し

を
擦さ
す

り
て
、「
這こ
や
つ奴

は
三み

た
び
の
妻つ
ま

に
な

り
た
る
の
み
な
ら
ず
、
赤あ
か
い
は岩
に
て
は
妖え
う
く
わ
い怪
の
後の
ち
ぞ
ひ妻
に
な
り
て
、

犬い
ぬ
む
ら村
生う
ぢ

夫ふ
う
ふ婦
を
冤し
へ
た

げ
逼せ
ま

り
て
を
害が
い

し
た
り
」
と
い
へ
ば
、（
下

略
） 

（『
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
八
下
套
、
第
九
十
回
）

こ
の
小
文
吾
と
現
八
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
盗
賊
と
三

度
、
妖
怪
と
一
度
、
夫
婦
の
縁
を
結
ん
だ
こ
と
が
、
船
虫
が
悪
女
と

さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
。物
語
の
中
で
彼
女
は
賊
婦
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

四
人
の
夫
が
盗
賊
や
妖
怪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
そ

れ
以
前
に
、
四
人
も
の
夫
を
持
っ
た
こ
と
自
体
が
、
船
虫
が
悪
人
で

あ
る
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。
そ
の
上
、
さ
ら
に
船
虫
は
、
辻
君
を

し
て
生
計
を
立
て
た
り
も
し
て
い
る
。『
石
言
遺
響
』
に
お
い
て
、

遊
女
屋
に
身
を
売
ろ
う
と
し
た
孝
女･

小
石
媛
の
悪
報
を
描
い
た
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に⎠

7
⎝

、
貞
節
を
破
る
女
性
の
行
為
を
悪
と
と

ら
え
て
い
た
馬
琴
の
勧
懲
観
か
ら
見
て
、
船
虫
は
悪
人
の
最
た
る
者

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

馬
琴
の
勧
懲
観
の
基
準
か
ら
、
船
虫
が
悪
人
と
い
え
る
第
二
の
理

由
は
、八
犬
士
と
対
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

八
犬
士
は
善
の
象
徴
で
あ
る
存
在
で
、『
八
犬
伝
』
で
は
、
里
見
家
や

八
犬
士
に
従
う
者
は
善
人
、
背
く
者
は
悪
人
と
い
う
、
明
確
な
善
悪

の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
八
犬
伝
』
全
体
を
通
し
て
、
仁
義
八

行
の
分
身
で
あ
る
八
犬
士
の
行
為
は
、
悪
行
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
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こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
八
犬
士
を
絶
対
的
な
善
人
と
し
て
扱

う
発
想
が
、
敵
対
す
る
船
虫
を
悪
人
と
見
做
す
理
由
の
一
つ
と
し
て

機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
船
虫
が
夫･

並
四
郎
の
敵
を
討
つ
た
め
に
小
文
吾
を

狙
う
こ
と
は
、
貞
と
は
言
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
⑶
「
越
後
小
千
谷

の
段
」
で
、
船
虫
は
「
い
か
で
那か
や
つ奴

を
狙ね
ら
ひ

撃う
ち

て
、
前も
と
の
を
と
こ夫

並な
み
し
ら
う

四
郎

の
怨う
ら
み

を
復か
へ

さ
ば
や
」
と
言
い
、
偽
の
瞽
女
と
な
る
。
な
ぜ
、
船
虫

は
夫
に
対
す
る
貞
節
を
見
せ
て
い
な
が
ら
、
善
人
で
は
な
く
悪
人
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
並
四
郎
が
斬
ら
れ
た
の
は
小
文
吾
の
金
子
を
盗
も
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
小
文
吾
は
部
屋
に
忍
び
込
ん
だ
強
盗
を
斬
り

殺
し
た
だ
け
で
あ
り
、
強
盗
が
並
四
郎
だ
と
い
う
こ
と
は
知
ら
な
か

っ
た
。
並
四
郎
の
死
は
、
日
頃
の
悪
事
に
対
す
る
悪
報
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
馬
琴
読
本
で
は
、
そ
の
妻･

船
虫
が
夫
の
敵
を
討
つ
と
い
っ

て
も
、
悪
人
の
敵
討
ち
が
善
の
行
い
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。

次
に
、
船
虫
の
最
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
船
虫
の
最
期
は
、
馬

琴
読
本
の
他
の
悪
人
に
比
べ
て
、最
も
残
酷
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

次
は
、
船
虫
の
最
期
の
様
子
で
あ
る
。

小こ
ぶ
ん
ご

文
吾
、
現げ
ん
ぱ
ち八
は
、
牛う
し

の
後う
し
ろ

に
立た
ち

よ
り
て
、
手て

を
も
て
尻し
り

を

〓は
た

（
石
＋
旂
）
と
拍う

つ
。
拍う
た

れ
て
む
牛う
し
お
に鬼

は
、
も
の
こ
そ
い
は

ね
媪お
ば
な
い内
と
、
船ふ
な
む
し虫
を
仡き

と
睨に
ら
ま

へ
た
る
、
程ほ
ど

し
も
あ
ら
ず
那あ
ち

を

も
這こ
ち

を
も
、
長な
が
く

尖と
が

れ
る
角つ
の

を
も
て
、
腋わ
き
の
し
た下

よ
り
肩か
た
さ
き尖

ま
で
、

串つ
ら
ぬ

き
く
怒ど
ぎ
う牛

の
勢い
き
ほ

ひ
、
地ぢ
ご
く獄

の
呵か
し
や
く責

を
目も
く
ぜ
ん前

に
、
受う
け

て
む
、

媪お
ば
な
い内
、
眼ま
な
こ

血ち
ば
し走
る
顔か
ほ

の
色い
ろ

、
赤あ
か

く
な
り
又ま
た

蒼あ
を

く
な
り
て
、
腹は
ら

に
波な
み

う
つ
大だ
い

叫き
や
う
く
わ
ん喚

、
串
つ
ら
ぬ
か

る
ゝ
こ
と
数あ
ま
た
ゝ
び番

に
て
、
や
う
や

く
に
息い
き

絶た
え

し
か
ば
、
有さ
す
が繋
に
勇い
さ

む
六ろ
く
け
ん
し

犬
士
も
、
這こ
の

光あ
り
さ
ま景
に
蕭せ
う
ね
ん然

と
、
思
は
ず
も
目め

を
合あ
は

し
け
り
。

 

（『
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
八
下
套
、
第
九
十
回
）

六
犬
士
が
お
互
い
物
寂
し
げ
に
静
か
に
目
を
合
わ
し
た
と
い
う
の

は
、
あ
ま
り
の
残
酷
さ
に
船
虫
の
死
の
場
面
か
ら
目
を
逸
ら
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
処
刑
を
行
っ
た
当
事
者
で
あ
る
六
犬
士
で
す
ら
目

を
逸
ら
し
た
と
記
す
こ
と
で
、
船
虫
の
受
け
た
強
烈
な
悪
報
を
読
者

に
伝
え
て
い
る
。他
の
馬
琴
読
本
に
お
け
る
悪
人
の
悪
報
を
見
て
も
、

こ
れ
ほ
ど
の
描
写
が
な
さ
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
船
虫
の
悪
報
が
右
の
死
刑
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
な
い

と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。『
八
犬
伝
』
第
九
十
一
回
に
は
、
船
虫
の

死
後
の
出
来
事
に
関
す
る
挿
話
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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か
つ
て
媪
内
・
船
虫
夫
婦
は
、鬼
四
郎
の
赤
牛
を
盗
ん
で
い
た
。

牛
泥
棒
を
追
っ
て
司
馬
浜
ま
で
や
っ
て
来
た
鬼
四
郎
の
隣
人
等
に

よ
っ
て
、
媪
内
・
船
虫
夫
婦
の
死
骸
と
赤
牛
が
見
つ
か
り
、
彼
等

の
背
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
文
か
ら
そ
の
悪
事
が
明
ら
か
に
な

る
。
結
局
、
二
人
の
首
は
浜
辺
に
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
赤
牛
は
盗
賊
夫
婦
を
殺
し
た
功
績
を
認
め
ら
れ
、
寺
に
送
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

船
虫
の
死
骸
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
文
に
よ
っ
て
悪
事
が
露
わ

に
な
り
、
彼
女
の
首
が
掛
け
ら
れ
た
と
い
う
、
短
い
挿
話
で
あ
る
。

船
虫
の
物
語
の
後
日
談
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
実
は

ま
だ
船
虫
の
悪
報
が
終
わ
っ
て
い
な
い
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
挿
話
の
後
、
船
虫
に
言
及
す
る
登
場
人
物
の
言
葉
は
見
ら
れ

る
も
の
の
、し
ば
ら
く
別
の
物
語
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

第
九
十
六
回
に
至
っ
て
船
虫
の
さ
ら
な
る
悪
報
が
見
ら
れ
る
。
浜
辺

に
掛
け
ら
れ
て
い
た
媪
内
・
船
虫
夫
婦
の
首
が
、
穴あ
な
く
り
せ
ん
さ
く

栗
専
作
に
よ
っ

て
盗
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
曝
し
首
と
な
っ
て
い
た
自

ら
の
味
方
の
首
を
海
に
沈
め
弔
う
た
め
に
、
二
人
の
首
を
身
代
わ
り

に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
河か
わ
こ
い鯉

佐す
け
た
ろ
う

太
郎
孝た
か
つ
ぐ嗣

（
後
の

政ま
さ
き木

大だ
い
ぜ
ん全

孝た
か
つ
ぐ嗣

）
は
、
味
方
の
罪
を
隠
す
た
め
に
他
人
の
首
を
曝
す

と
は
小
人
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
こ
の
行
為
を
批
難
す
る
。
た

だ
孝
嗣
は
、
船
虫
の
こ
と
に
関
し
て
は
、

只た
ゞ

那か
の

強ぬ
す
び
と人

夫ふ
う
ふ婦

の
者も
の

の
、
罪ざ
い
あ
く悪

不ふ

し

ぎ
思
議
に
露あ
ら
は

れ
て
、
這こ
の

擾ぢ
や
う
ら
ん乱

の
折を
り

に
し
も
、
忽た
ち
ま
ち地
梟き
や
う
し
ゆ首
せ
ら
れ
し
は
、
佞ね
ぢ
け
び
と人
們ら

の
手て

を
借か

り
て
、
那か
の

天て
ん
ば
つ罰

を
示し
め

さ
れ
け
ん
。
神か
み

の
威ゐ
れ
い霊

歟か

、
仏ほ
と
け

の
利り
や
く益

歟か

、
世よ

は
是こ
れ

澆ぎ
や
う
き季
に
及お
よ

ぶ
と
い
ふ
と
も
、
そ
の
事
な
し
と
す
べ

か
ら
ず
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
最い
と

奇き

な
り
。

 

（『
八
犬
伝
』
第
九
輯
巻
之
三
、
第
九
十
六
回
）

と
、
専
作
の
奸
智
に
よ
っ
て
彼
等
の
罪
悪
が
人
々
に
暴
露
さ
れ
、
天

罰
が
下
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
船
虫
の
悪
事
が
よ
り
多
く
の
人
々

の
目
に
留
ま
る
こ
と
で
、
彼
女
の
悪
人
ぶ
り
は
再
度
罰
せ
ら
れ
た
も

同
然
で
あ
る
。
船
虫
の
悪
報
は
、
強
烈
で
猟
奇
的
な
死
刑
の
後
に
も

続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、「
懲
悪
」
の
理
念

浜
田
啓
介
氏
が
「
馬
琴
は
登
場
人
物
と
モ
デ
ル
と
な
っ
た
史
上
人

物
と
の
善
悪
対
照
や
、
登
場
人
物
の
善
悪
と
生
涯
の
栄
辱
と
の
関
係

に
十
分
の
用
心
を
加
え
る
事
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り⎠

8
⎝

、
馬

琴
は
作
品
の
登
場
人
物
と
歴
史
上
の
人
物
の
善
悪
関
係
が
照
応
す
る

よ
う
に
、
十
分
な
配
慮
を
し
て
い
る
。
虚
構
で
あ
っ
て
も
、
史
上
で
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善
人
と
さ
れ
て
い
る
人
物
を
悪
人
に
、
ま
た
悪
人
と
さ
れ
て
い
る
人

物
を
善
人
に
描
く
こ
と
は
、
馬
琴
に
と
っ
て
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
勧
懲
観
は
、
次
第

に
倫
理
的
整
合
性
に
適
う
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
く⎠

9
⎝

。
天
保
十

五
年
に
成
立
し
た
馬
琴
の
自
作
批
評
『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』

（
以
下
、『
略
自
評
』
と
略
称
）
に
お
い
て
、
馬
琴
の
倫
理
的
整
合
性
に

関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
次
に
引
用
す
る
。

　

⑴ 

後
に
至
り
て
、
亀
王
は
白
川
湛
海
と
仮
名
し
て
、
夫
婦
、
俊
寛

に
仕
た
れ
ど
も
、
さ
せ
る
功
も
な
く
、
夫
婦
と
も
に
身
を
殺
し

て
、
前
悪
を
謝
す
る
に
至
る
は
、
歌
舞
伎
狂
言
浄
瑠
璃
本
な
ど

に
は
あ
る
べ
き
こ
と
な
が
ら
、
勧
懲
を
正
し
く
し
ぬ
る
己
が
筆

に
は
似
げ
も
な
き
第
一
番
の
拙
作
に
ぞ
あ
り
け
る
。

 
 （『
略
自
評
』「
俊
寛
僧
都
嶋
物
語⎠

₁₀
⎝

」）

　

⑵ 

『
月
氷
奇
縁
』
の
如
き
新
奇
は
多
か
ら
ね
ど
も
、
勧
懲
正
し
け

れ
ば
見
る
に
足
れ
り
。 

（『
略
自
評
』「
勧
善
常
世
物
語
」）

以
上
の
例
か
ら
、
勧
懲
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
が
、
馬
琴
の

勧
懲
観
に
お
い
て
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
物
語
に
お
い
て
勧
懲
に
正
し
い
設
定
と
は
、
善
人

に
善
報
が
、
悪
人
に
悪
報
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
馬
琴
が
『
略
自
評
』
に
も
記
し
て
い
る
と
お
り
、
作
品

中
に
お
い
て
勧
懲
が
正
し
く
な
い
場
合
も
あ
る
。
⑴
の
『
嶋
物
語
』

に
お
け
る
亀
王
夫
婦
の
死
は
、
馬
琴
の
勧
懲
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
、
勧
懲
に
正
し
く
な
い
設
定
な
の
で
あ
る
。

倫
理
的
整
合
性
に
適
っ
て
い
る
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
馬

琴
に
と
っ
て
作
者
の
心
構
え
と
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
馬
琴
の
倫
理
観
を
、
中
村
幸
彦
氏
は
「
人
生
の
理
法
」
と

呼
び
、
戯
作
で
あ
っ
て
も
勧
懲
が
あ
る
べ
き
で
、
思
想
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
馬
琴
の
考
え
方
を
指
摘
し
た⎠

₁₁
⎝

。
そ
の
上
で
、

馬
琴
は
戯
作
者
と
し
て
、作
品
の
娯
楽
性
を
高
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
馬
琴
読
本
で
は
、
善
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず

し
も
め
で
た
い
結
末
を
迎
え
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
善
人
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
人
の
手
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
場
合
が
多
く⎠

₁₂
⎝

、

読
者
と
し
て
は
善
人
の
死
に
疑
問
や
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
も
往
々

に
し
て
あ
る
。
ま
た
、
善
人
に
善
報
が
あ
る
に
し
て
も
、
悪
人
の
悪

報
に
比
べ
る
と
、
さ
ほ
ど
印
象
に
は
残
ら
な
い
。
馬
琴
は
流
行
作
者

と
し
て
多
く
の
読
者
を
得
る
た
め
に
、
強
烈
な
場
面
を
描
か
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。『
弓
張
月
』
の
阿
公
が
新
垣
の
腹
か
ら
胎
児
を
盗
み

出
す
場
面
を
わ
ざ
わ
ざ
挿
絵
と
し
て
掲
載
し
た
の
も
、
猟
奇
的
・
刺

激
的
な
場
面
を
描
き
、
そ
の
悪
行
を
強
烈
に
印
象
づ
け
る
た
め
な
の

で
あ
る
。
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
婦
幼
」
へ
の
教
訓
と
な
る
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か
否
か
は
さ
て
お
き
、
こ
の
挿
絵
は
悪
人
へ
の
悪
報
を
強
調
す
る
に

は
十
分
な
効
果
を
示
し
て
い
る
。「
懲
悪
」
を
描
く
こ
と
は
多
く
の

読
者
を
引
き
寄
せ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
悪
事
を
行
う
と
悪
報
が
あ

る
こ
と
を
読
者
に
見
せ
つ
け
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
「
懲
悪
」
を
強
調
し
て
い
る
馬
琴
が
、「
勧
善
」
を
全
く

考
慮
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
略
自
評
』
で
は
、
作
中
で
善

人
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
を
吐
露
し
て
い
る
。

次
に
該
当
箇
所
を
挙
げ
る
。

⑴ 

況
亦
仮
清
水
冠
者
の
大
太
郎
・
宇
野
の
小
太
郎
夫
婦
及
唐
糸
の

如
き
、
忠
信
節
婦
数
を
尽
し
て
枉
死
の
事
は
、
当
時
の
看
官
惨

刻
を
歓
ぶ
故
に
は
あ
れ
ど
、
今
に
し
て
是
を
思
へ
ば
後
悔
な
き

に
あ
ら
ず
。 

 （『
略
自
評
』「
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
」）

⑵ 

又
憶
ふ
に
松
の
前
と
鶴
の
前
の
死
は
実
録
に
あ
は
せ
ん
と
て
の

所
為
也
。
実
録
に
合
ず
と
も
、
こ
の
母
女
は
死
な
ざ
る
を
よ
し

と
す
べ
し
。
今
に
し
て
予
を
も
て
是
を
見
れ
ば
、
後
悔
尚
多
か

り
。 

 （『
略
自
評
』「
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
」）

⑶ 

善
人
の
横
死
は
勧
懲
に
害
あ
り
。
当
時
思
ひ
の
足
ら
ざ
り
し
後

悔
か
ゝ
る
こ
と
多
か
り
。 

（『
略
自
評
』「
標
注
園
雪
前
編
」）

⑴
『
略
自
評
』「
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
」
で
善
人
を
死
な
せ
た
理

由
を
、
読
者
が
残
酷
な
場
面
を
好
む
こ
と
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
る

と
し
、『
略
自
評
』
の
書
か
れ
た
天
保
十
五
年
に
は
、
こ
の
こ
と
を
後

悔
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑵
『
略
自
評
』「
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
」

で
も
、
善
人
と
し
て
登
場
す
る
、
俊
寛
の
妻･

松
の
前
、
娘･

鶴
の
前

の
死
に
対
し
て
、
馬
琴
は
「
後
悔
尚
多
か
り
」
と
記
し
て
い
る
。
馬

琴
は
自
ら
の
勧
懲
観
に
相
応
し
く
な
い
設
定
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
実
録
に
合
わ
せ
る
た
め
に
彼
ら
を
死
な
せ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
⑶
『
略
自
評
』「
標
注
園
雪
前
編
」
で
も
、
善
人
の
死
を
書
い

た
こ
と
を
後
悔
す
る
、
馬
琴
の
心
中
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、『
略
自
評
』
全
体
を
通
し
て
、
馬
琴
が
こ
の
よ
う
に
後

悔
の
念
を
示
し
て
い
る
の
は
、善
人
を
死
な
せ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。

悪
人
の
悪
報
を
描
か
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
馬
琴
は
「
懲
悪
」
に
対
し
て
は
揺
る
が
な
い
態
度
を

と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
が
た
っ
て
、『
略
自
評
』に
お
い
て
、

善
人
に
比
べ
て
悪
人
へ
の
言
及
は
少
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
次
は
、

悪
人
に
言
及
し
た
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。

後
編
五
冊
は
文
化
九
年
壬
申
の
愚
筆
に
て
、
唐
山
の
小
説
に
よ

ら
ず
、
こ
と
皆
作
者
の
肚
裏
よ
り
出
し
来
れ
る
。
善
吉
・
お
六

が
賢
良
に
し
て
至
功
至
義
な
る
も
て
美
談
と
な
す
べ
し
、
遅
也

・
お
丑
が
邪
淫
毒
悪
、
憑
司
・
昌
九
郎
が
残
忍
奸
智
、
よ
く
そ
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の
趣
を
尽
し
て
自
然
の
如
し
。
此
編
善
人
の
枉
死
す
る
も
の
な

く
砥
公
の
誠
断
に
至
り
て
、
悪
人
皆
誅
戮
せ
ら
る
、
抑
又
愉
快

な
ら
ず
や
。 

 （『
略
自
評
』「
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
」）

傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
略
自
評
』「
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
」

で
は
、
善
人
の
横
死
を
描
か
ず
、
悪
人
へ
の
悪
報
を
は
っ
き
り
と
描

い
た
こ
と
を
快
く
思
う
心
境
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

馬
琴
は
悪
人
に
悪
報
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
明
瞭
な
態
度
を
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

水
野
稔
氏
は
、「
馬
琴
の
小
説
に
は
悪
人
の
描
写
に
す
ぐ
れ
た
も
の

が
見
ら
れ
る
と
い
う
定
評
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
一
方
に
お
い
て
対
照
さ
せ
る
べ
き
理
想
的
な
善
が
用
意
さ
れ
て
お

り
、
因
果
の
理
を
あ
て
は
め
る
た
め
に
思
う
ま
ま
な
悪
の
跳
梁
を
許

し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し⎠

₁₃
⎝

、
馬
琴
小
説
に
お
い
て
悪
が
強

調
さ
れ
る
の
は
、
理
想
的
な
善
が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
と
対
に
な
る
悪

を
描
く
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
阿
公
と
船
虫

を
例
に
挙
げ
検
討
し
て
み
る
。

ま
ず
、『
弓
張
月
』
の
悪
女･

阿
公
は
、
他
の
悪
人
で
あ
る
曚
雲
や

利
勇
に
比
べ
て
、
著
し
い
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
悪

人
の
う
ち
、
為
朝
一
党
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
の
は
阿
公
の
み
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
為
朝
一
党
は
善
人
側
に
立
ち
、
悪
人
側
の

阿
公
と
は
対
照
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
。
特
に
、鶴
亀
兄
弟
の
場
合
、

阿
公
の
懺
悔
の
後
、
彼
女
が
祖
母
で
あ
る
と
知
っ
た
と
こ
ろ
で
敵
討

ち
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
孫
と
し
て
の
情
け
を
全
面
的
に
表
し

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
態
度
に
「
孝
」
や
「
仁
」
の
徳
目
を

当
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
鶴
亀
兄
弟
は
始
終
母･

新
垣
へ
の
孝
心
を
見
せ
て
い
る
が
、
母
の
敵
で
あ
る
祖
母･

阿
公
に

対
し
て
も
同
じ
く
孝
心
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
阿

公
の
悪
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
鶴
亀
兄
弟
の
善
が
よ
り
際
立
っ
て

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、『
八
犬
伝
』
の
悪
女･

船
虫
は
、
数
人
の
夫
を
持
ち
、
彼
等

に
強
盗
殺
人
を
働
か
す
な
ど
、
そ
の
悪
行
は
著
し
い
。
こ
の
船
虫
と

対
照
す
べ
き
善
女
に
は
、
例
え
ば
「
七
烈
女
」
が
い
る
。
浜
路
・
沼

藺
・
妙
真
・
音
音
・
曳
手
・
単
節
・
雛
衣
を
、馬
琴
自
ら
「
七
烈
女
」

と
称
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、以
前
、『
怪
鼠
伝
』に
見
え
る「
貞
」

の
徳
目
を
論
じ
る
際
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る⎠

₁₄
⎝

。
ま
た
、
こ
の
う
ち
浜

路
と
雛
衣
は
「
貞
」
の
た
め
に
命
を
落
と
し
て
お
り
、『
八
犬
伝
』
に

お
け
る
「
烈
女
」
に
は
女
性
の
「
貞
」
の
一
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
指
摘
し
た
。『
八
犬
伝
』
の
「
下
野
庚
申
山
の
段
」
に
お
い
て
、

船
虫
は
雛
衣
に
自
害
を
勧
め
、
雛
衣
は
夫･

角
太
郎
の
孝
を
守
る
た

め
に
自
害
を
決
行
す
る
。
こ
こ
に
、
夫
に
対
す
る
雛
衣
の
貞
心
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
貞
」
を
基
準
と
し
て
考
え
た
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時
、「
貞
」
を
破
っ
た
悪
女･

船
虫
と
対
照
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の

は
、「
貞
」
を
守
っ
た
善
女･

雛
衣
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
船
虫

の
悪
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
雛
衣
の
善
が
よ
り
際
立
っ
て
描
か
れ

て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
馬
琴
読
本
に
お
い
て
善
と
悪
は
密
接
な
関
係

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
品
の
娯
楽
性
を
高
め
る
た
め

に
「
懲
悪
」
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
は
明
ら
か
で
、
そ
の
一
方
で
、「
懲

悪
」
の
強
調
は
「
勧
善
」
の
強
調
に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
品
に
「
も
ど
り
」
と
い
う
作
劇
法
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
最
初
、
悪
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
人
物
が
、
筋
の
進
行

に
連
れ
て
善
心
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
言
う
。
悪
人
だ
っ
た
時
の
所
行

は
、
本
心
か
ら
悪
事
を
行
っ
て
い
た
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
実
は
主

人
公
や
他
の
人
物
の
た
め
に
悪
人
を
装
っ
て
い
た
場
合
も
あ
る
。
歌

舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
品
で
は
、
悪
人
が
重
傷
を
負
い
、
瀕
死
の
状
態
で

こ
れ
ま
で
の
悪
行
の
真
意
を
告
白
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
も
ど
り
」

の
演
出
を
よ
り
劇
的
な
も
の
に
し
た
り
す
る
。『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』

の
四
段
目
「
寺
子
屋
」、『
義
経
千
本
桜
』
の
三
段
目
「
す
し
屋
」、『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
九
段
目
「
山
科
閑
居
の
段
」
な
ど
が
、「
も
ど
り
」

を
用
い
た
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。

こ
の
「
も
ど
り
」
の
趣
向
を
、
本
稿
で
考
察
し
た
『
弓
張
月
』
の

阿
公
と
『
八
犬
伝
』
の
船
虫
の
場
合
に
当
て
て
み
る
と
、馬
琴
の
「
懲

悪
」
を
重
視
す
る
態
度
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
阿
公
は
、
鶴
亀

兄
弟
に
斬
ら
れ
深
い
傷
を
負
い
、
新
垣
や
鶴
亀
兄
弟
と
の
血
縁
関
係

を
解
き
明
か
し
懺
悔
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
公
の
罪
の
精
算
は

為
朝
に
よ
っ
て
制
止
さ
れ
、
彼
女
は
紀
平
治
の
刀
に
斬
首
さ
れ
る
。

阿
公
の
「
も
ど
り
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
最
終
的
に
拒
ま
れ
た
こ

と
に
な
り
、『
弓
張
月
』
随
一
の
悪
女
の
悪
報
は
揺
る
が
ず
描
か
れ
て

い
る
。
一
方
、
船
虫
は
阿
公
の
場
合
と
は
別
に
、「
も
ど
り
」
の
趣
向

が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
生
計
の
た
め
、
ま
た
夫
の
敵
を
討
つ
た
め

に
、
悪
事
を
繰
り
返
す
船
虫
に
は
、
死
の
直
前
に
懺
悔
す
る
機
会
す

ら
与
え
ら
れ
な
い
。
馬
琴
読
本
に
お
い
て
最
大
の
悪
報
を
受
け
た
船

虫
は
、
ひ
た
す
ら
悪
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）
後
藤
丹
治
校
注
『
椿
説
弓
張
月
』
上
「
解
説
」（
日
本
古
典
文
学
大
系

六
十
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

　
 

悪
人
の
描
写
も
弓
張
月
の
注
目
す
べ
き
一
特
色
で
あ
る
。
前
に
も

述
べ
た
如
く
、
馬
琴
の
読
本
は
道
義
的
・
教
訓
的
な
立
場
か
ら
書

か
れ
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
主
要
人
物
は
行
お
こ
な
い

の
正
し
い
忠
義
な
武

士
と
か
貞
操
な
女
性
が
多
く
、
そ
う
い
う
善
人
の
対
照
と
し
て
ま
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た
必
ず
奸
悪
な
人
物
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
馬

琴
の
読
本
で
、
善
人
の
描
写
よ
り
も
悪
人
の
方
が
巧
み
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
馬
琴
研
究
家
の
能
く
口
に
す
る
所
で
あ
る
が
、
奇
妙

な
事
実
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
注
（
1
）
の
後
藤
丹
治
「
解
説
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。（
引
用
に

際
し
て
、
ル
ビ
を
付
し
、
強
調
点
「
、」
を
傍
線
に
直
し
た
） 
 

　

 

弓
張
月
全
編
の
上
に
も
部
分
的
に
も
因
果
応
報
と
い
う
考
え
方
は

著
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
勧
懲
的
な
も
の
は
こ
こ
に
は
十
分

に
現
わ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
第
廿
五
回
で
、
源
氏
三
代
、
そ

の
終
り
を
よ
く
し
な
い
こ
と
を
叙
し
、「
夫そ
れ

は
じ
め
俑よ
う

を
つ
く
る
も

の
す
ら
、
聖せ
い
じ
ん人
こ
れ
が
後の
ち

な
き
を
り
。
況ま
い

て
そ
の
父ち
ゝ

を
殺こ
ろ

す
の
、

か
く
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
こ
と
を
得え

ん
や
。
こ
れ
を
見み

、
彼か

れ

を
思

ふ
に
も
、
世よ

の
童ど

う
じ子

等ら

忠ち
う
こ
う孝

も
つ
と
も
忽

ゆ
る
が
せ

に
す
べ
か
ら
ず
。
只た
ゞ

お
そ
れ
て
も
お
そ
る
べ
き
は
、
自
み
づ
か
ら

作な

せ
る
孽
わ
ざ
は
ひ

也な
り

」
と
論
断
し

た
個
所
に
、
そ
の
片
鱗
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
勧
懲
」
の
文
字
を
使
っ
て
露
骨
に
こ
れ
を
標
榜
し
た
も
の
は
弓
張

月
に
は
見
え
て
い
な
い
。
勧
懲
思
想
は
弓
張
月
と
前
後
し
て
著
作

さ
れ
た
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
・
三
七
全
伝
南
柯
夢
・
頼
豪
阿
闍
梨
怪

鼠
伝
・
墨
田
川
梅
柳
新
書
・
新
累
解
脱
物
語
・
旬
殿
実
々
記
な
ど

に
は
著
し
い
の
に
、
ひ
と
り
弓
張
月
に
は
、
そ
れ
が
さ
の
み
あ
ら

わ
で
な
い
の
も
注
意
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
馬
琴
が
『
羇
旅
漫
録
』（
享
和
三
年
刊
行
）
に
お
い
て
、『
奥
州
安
達
原
』

に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、後
藤
丹
治
校
注
『
椿
説
弓
張
月
』

下
「
補
注
」
三
八
（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
十
一
、
岩
波
書
店
、
一

九
六
二
年
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
羇
旅
漫
録
』
九
十
七
「
乞

丐
女
六
が
墓　

附
評
」
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
次
に
引
用
す
る
。 

 

　

 

安
達
が
原
の
浄
瑠
理
⎝
マ
マ
⎠本
に
、
六
と
い
ふ
乞
食
女
酒
を
の
む
こ
と
あ

り
。こ
の
六
が
事
を
書
し
も
の
ゝ
よ
し
。六
生
涯
さ
け
を
こ
の
め
り
。

　
　

 

引
用
は
、『
羇
旅
漫
録
』（
日
本
随
筆
大
成
︿
第
一
期
﹀
一
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（
4
）
洪
晟
準
「
稗
史
七
法
則
「
省
筆
」
に
お
け
る
「
偸
聞
」」（『
国
語
と
国

文
学
』
第
九
十
一
巻
第
五
号
、
二
〇
一
四
年
五
月
）
参
照
。

（
5
）
前
田
愛
「『
八
犬
伝
』
の
世
界
」（『
文
学
』
第
三
十
七
巻
第
十
二
号
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
十
二
月
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

　

 

約
三
百
人
以
上
に
も
及
ぶ
「
八
犬
伝
」
の
登
場
人
物
の
命
名
に
は

名
付
け
親
の
馬
琴
も
苦
心
し
た
ら
し
く
中
に
は
書
名
を
も
じ
っ
た

反
橋
雑
記
（
板
橋
雑
記
）
な
ど
の
変
り
種
も
ま
じ
っ
て
い
て
苦
笑

を
誘
わ
れ
る
が
、
ア
レ
ゴ
リ
イ
と
し
て
の
「
名
詮
自
性
」
を
働
か

せ
る
馬
琴
の
意
図
は
ほ
ぼ
忠
実
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

い
。
そ
の
ひ
と
つ
が
誰
で
も
気
づ
く
こ
と
な
が
ら
、
鳥
獣
虫
魚
に

ち
な
む
語
を
人
名
に
象
嵌
す
る
手
法
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
名
に

象
嵌
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
虫
魚
の
文
字
は
、
か
れ
ら
が
具
有
す
る
さ
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ま
ざ
ま
の
獣
性
―
卑
劣
・
奸
侫
・
邪
智
・
狡
猾
・
残
忍
・
冷
酷
・

邪
淫
・
利
己
心
な
ど
の
索
引
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
主
要
な
悪
の
ワ

キ
役
を
演
ず
る
蟇
六
・
亀
篠
・
船
虫
・
蟇
田
素
藤
ら
は
両
棲
類
・

爬
虫
類
・
甲
殼
類
な
ど
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
爬
行
性
動
物
の
名
前
を

与
え
ら
れ
て
い
る
！
）。

（
6
）
洪
晟
準
「『
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』
の
構
造
―
唐
糸
の
物
語
を
中
心
に

―
」（『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
第
三
十
七
号
、
国
文
学

研
究
資
料
館
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、
洪
晟
準
「
馬
琴
の
勧
懲
観
―

『
石
言
遺
響
』
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
十
三
巻
第
七

号
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
参
照
。

（
7
）
注
6
の
拙
稿
「
馬
琴
の
勧
懲
観
―
『
石
言
遺
響
』
を
中
心
に
―
」
参
照
。

（
8
）
浜
田
啓
介
「「
勧
善
懲
悪
」
補
紙
」（『
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関

す
る
私
見
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
9
）「
倫
理
的
整
合
性
」
は
、
浜
田
啓
介
氏
が
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
の
正
不
正

に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
用
い
た
言
葉
で
あ
る
。
同
氏
は
「
馬
琴
は
小

説
上
に
表
明
さ
れ
る
思
想
の
倫
理
的
整
合
性
に
つ
い
て
意
を
用
い
た
」

と
し
、
勧
懲
を
正
し
い
正
し
く
な
い
と
言
う
こ
と
自
体
、
文
芸
上
に

お
け
る
思
想
的
営
為
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（
注
8
の
浜
田
啓
介
氏
の

論
文
参
照
）

（
10
）
引
用
は
、
神
谷
勝
広
・
早
川
由
美
編
『
馬
琴
の
自
作
批
評
―
石
水
博

物
館
蔵
『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』
―
』（
汲
古
書
院
、二
〇
一
三
年
）

に
よ
る
。

（
11
）
中
村
幸
彦
「
滝
沢
馬
琴
の
小
説
観
」（『
近
世
小
説
』
第
六
巻
、
一
九

六
三
年
十
月
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

　

 

か
く
て
馬
琴
の
小
説
観
の
到
達
し
た
所
は
、
彼
が
勧
懲
と
称
し
た

所
の
人
生
の
理
法
を
、
作
品
の
架
空
の
人
生
の
中
に
も
、
隠
微
の

法
に
よ
っ
て
、
こ
っ
そ
り
と
し
の
び
込
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
そ

け
き
戯
作
、
翫
物
と
い
え
ど
も
、
勧
懲
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
、

戯
作
も
亦
思
想
を
持
つ
べ
し
と
の
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
小
説
の

第
一
義
で
、
二
、
三
と
数
え
来
た
っ
た
虚
誕
も
人
情
も
通
俗
も
皆
、

こ
の
目
的
の
為
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
解
釈
出
来
る
。
そ
の
形
で
、

彼
の
小
説
観
の
諸
要
素
が
有
機
的
な
結
合
を
な
す
の
で
あ
る
。

（
12
）『
略
自
評
』「
石
言
遺
響
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

　

 

し
か
る
に
其
女
児
小
石
媛
も
、
本
性
純
孝
月
小
夜
に
劣
ら
ず
、
母

の
遺
志
を
続
ま
く
欲
し
て
、
反
て
強
盗
に
殺
さ
れ
し
を
、
今
思
へ

ば
勧
懲
の
為
に
宜
し
か
ら
ず
。

　
　

 

『
石
言
遺
響
』
に
お
い
て
は
、「
懲
悪
」
が
「
勧
善
」
よ
り
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、「
孝
女
」
と
讃
え
ら
れ
る
善
人
の
月
小
夜
姫

と
、「
妬
婦
」
と
呼
ば
れ
悲
惨
な
最
期
を
迎
え
る
悪
人
の
万
字
前
と
を

比
較
し
て
み
る
と
、
後
者
の
人
物
像
の
方
が
格
段
に
強
烈
な
印
象
を

与
え
る
。
注
6
の
拙
稿
「
馬
琴
の
勧
懲
観
―
『
石
言
遺
響
』
を
中
心

に
―
」
参
照
。
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（
13
）
水
野
稔
「
馬
琴
文
学
の
形
成
」（『
文
学
』
第
三
十
六
巻
第
三
号
、
一

九
六
八
年
三
月
）。

（
14
）
注
6
の
拙
稿
「『
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』
の
構
造
―
唐
糸
の
物
語
を
中

心
に
―
」
参
照
。


