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十
手
架
』
な
ど
が
代
表
作
で
あ
る
。
山

田
は
、
司
馬
よ
り
１
つ
年
上
で
あ
る

が
、
こ
の
２
人
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
作

風
の
作
家
で
あ
る
。
山
田
は
、
伝
奇
小

説
、
推
理
小
説
、
時
代
小
説
の
ジ
ャ
ン

ル
で
話
題
作
を
多
作
し
た
、
戦
後
日
本

を
代
表
す
る
娯
楽
小
説
家
の
一
人
と
さ

れ
る
。『
甲
賀
忍
法
帖
』
を
は
じ
め
と

す
る
忍
法
帖
シ
リ
ー
ズ
は
、
世
に
忍
法

ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
、

私
は
、
山
田
の
本
領
は
明
治
小
説
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

一
方
の
司
馬
は
、
文
明
批
評
家
と
し

て
の
風
格
を
帯
び
て
、
大
衆
作
家
の
枠

を
遙
か
に
超
え
た
仕
事
を
遺
し
た
。
私

は
、
司
馬
の
「
明
治
」
賛
歌
に
深
く
共

感
し
て
き
た
が
、
最
近
は
、
山
田
の
晩

年
の
明
治
小
説
群
に
現
れ
た
「
明
治
」

と
い
う
も
の
の
奇
怪
さ
に
も
感
動
を
覚

え
て
い
る
。

 

　
偉
大
な
時
代
と
山
田
風
太
郎

 　

言
っ
て
み
れ
ば
、
司
馬
の
「
明
治
」

は
ポ
ジ
だ
が
、
山
田
の
「
明
治
」
は
ネ

ガ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ネ
ガ
を
現

像
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
司
馬
の

も
の
と
は
違
っ
た
「
明
治
」
の
偉
大
さ

（
産
経
新
聞
平
成
24
年
11
月
1
日
「
正
論
」）

菊
の
香
や
明
治
は
近
く
な
り
に
け
り

文
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11
月
３
日
の
「
文
化
の
日
」
は
、
戦

前
は
「
明
治
節
」
で
あ
っ
た
。
明
治
天

皇
御
生
誕
の
日
で
あ
る
。

 

　
11
月
３
日
を
「
明
治
の
日
」
に

 　

祝
日
と
は
単
な
る
休
日
で
は
な
く
、

国
民
が
自
ら
の
歴
史
と
伝
統
に
思
い
を

は
せ
る
貴
重
な
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、

今
日
、
内
外
の
「
国
難
」
の
た
だ
中
に

生
き
て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
、「
明

治
」
と
い
う
時
代
を
回
想
す
る
こ
と
は

と
て
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の

歴
史
上
、「
明
治
」
は
最
も
偉
大
な
時

代
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
文
化
の
日
」
を
「
明
治
の
日
」
に

変
え
よ
う
と
い
う
運
動
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
名
称
変
更
は
４
月
29
日
の

「
み
ど
り
の
日
」
が
平
成
19
年
か
ら
「
昭

和
の
日
」
に
な
っ
た
こ
と
と
同
様
な
深

い
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
、「
明
治
」
の
偉
大

さ
を
『
坂
の
上
の
雲
』
や
『「
明
治
」

と
い
う
国
家
』
な
ど
で
語
っ
た
が
、
こ

の
と
こ
ろ
、
私
は
山
田
風
太
郎
の
明
治

小
説
を
愛
読
し
て
い
る
。
山
田
の
明
治

小
説
は
文
庫
本
で
14
冊
も
あ
り
、『
警

視
庁
草
紙
』『
幻
燈
辻
馬
車
』『
明
治

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
忍
法
帖
の
よ
う
な
娯
楽
作
品
を

書
き
ま
く
っ
て
い
た
作
家
が
、
晩
年
に

「
明
治
」
を
扱
う
に
至
っ
た
意
味
は
重

い
。「
戦
後
民
主
主
義
」
の
中
で
戦
中

派
と
し
て
生
き
て
き
た
山
田
は
、
つ
い

に
「
明
治
」
が
持
つ
深
い
意
義
を
感
じ

取
っ
た
の
で
あ
る
。

　

山
田
と
い
え
ば
、
青
年
時
代
の
日
記

で
あ
る『
戦
中
派
虫
け
ら
日
記
』や『
戦

中
派
不
戦
日
記
』
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
前
者
の
昭
和
19
年
７
月
８

日
の
と
こ
ろ
に
は
、
徳
川
中
期
以
前
の

日
本
の
歴
史
に
ほ
と
ん
ど
興
味
を
失
っ

た
と
書
い
て
い
る
。何
故
か
と
い
え
ば
、

そ
こ
に
出
て
く
る
群
像
に
は
「
日
本
」

の
意
識
が
薄
い
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し

て
、「
幕
末
明
治
の
歴
史
こ
そ
今
胸
を

打
つ
。
吉
田
松
陰
、
西
郷
隆
盛
、
大
久

保
利
通
、
伊
藤
博
文
、
ｅ
ｔ
ｃ
、
彼
ら

が
心
血
を
以
て
作
り
あ
げ
た
日
本
は
、

い
ま
や
累
卵
の
危
き
に
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
死
を
辞
せ
な
い
。
し
か
し
一
朝
に

し
て
こ
の
人
々
の
苦
心
を
水
泡
に
帰
せ

し
め
る
に
耐
え
る
心
を
持
た
な
い
」
と

書
い
て
い
る
。
こ
の
22
歳
の
時
の
危
機

意
識
が
、
晩
年
の
明
治
小
説
執
筆
に
つ

な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
横
浜
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
』
は
、
川
上
音

二
郎
と
野
口
英
世
が
登
場
す
る
小
説
だ

が
、
こ
の
２
人
に
つ
い
て
「
そ
の
ガ
ム

シ
ャ
ラ
な
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
そ
の
馬

車
馬
の
よ
う
な
突
進
性
、
そ
の
山
師
的

と
も
い
え
る
ハ
ッ
タ
リ
、
人
の
意
表
に

眼
を
つ
け
る
独
創
性
、
そ
し
て
何
よ
り

も
、
自
分
の
た
め
に
は
ほ
か
の
人
間
に

ど
ん
な
泥
水
を
ひ
っ
か
け
よ
う
と
て
ん

で
意
に
介
し
な
い
、
強
烈
無
比
の
エ
ゴ

イ
ズ
ム
」
と
評
し
て
い
る
。

 

　「
精
神
」
を
取
り
戻
す
時
だ

 　

そ
の
上
で
、
山
田
は
「
川
上
音
二
郎

に
し
て
も
野
口
英
世
に
し
て
も
、
強
烈

な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
熱
塊
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
人
間
す
べ
て
が
そ
う
だ
と
い
え
ば

い
え
る
が
、
し
か
し
彼
ら
に
は
、
た
だ

の
私
利
私
慾
と
は
次
元
と
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
ち
が
う
何
か
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
彼
ら
は
、
の
ち
の
ち
ま
で
人
々
の
胸

に
好
意
あ
る
い
は
敬
意
の
念
を
残
し
た

の
で
あ
る
」
と
書
い
た
。
山
田
は
「
戦

後
民
主
主
義
」
と
い
う
「
私
利
私
慾
」

の
世
界
に
生
き
て
き
て
、「
明
治
」
と

い
う
時
代
に
は
こ
の
「
何
か
」
が
あ
る

こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
明
治
の
精
神
」
と
い
う
言
葉
を
夏

目
漱
石
は
、『
こ
こ
ろ
』
の
中
で
明
治

天
皇
崩
御
と
乃
木
大
将
の
殉
死
を
め

ぐ
っ
て
使
っ
た
。
保
田
與
重
郎
は
評

論
「
明
治
の
精
神
」
で
岡
倉
天
心
と
内

村
鑑
三
を
論
じ
た
。
確
か
に
、「
明
治
」

に
は
「
精
神
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
正
は
「
感
覚
」
と

い
え
よ
う
か
。
河
上
徹
太
郎
は
小
林
秀

雄
と
の
対
談
で
天
心
に
触
れ
、「
明
治

と
い
う
時
代
は
、
時
代
そ
の
も
の
が
気

宇
壮
大
で
、
昼
間
の
お
化
け
で
も
で
そ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
天
心
の
よ
う
な

男
が
生
き
る
の
に
適
し
て
い
る
の
だ
」

と
語
っ
て
い
る
。
今
や
、
日
本
は
再
び

「
精
神
」
に
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
代
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

中
村
草
田
男
は
、
昭
和
初
年
に
「
降

る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
と

詠
ん
だ
。
し
か
し
、「
明
治
」
は
遠
く

な
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
明
治
」
が
あ

り
あ
り
と
近
づ
い
て
く
る
の
を
感
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
11
月
３
日
が
「
明

治
の
日
」
に
な
り
、
菊
花
の
香
り
の
中

に
、日
本
人
が「
気
宇
壮
大
」な「
明
治
」

を
振
り
返
る
日
が
実
現
す
る
こ
と
を
強

く
望
ん
で
い
る
。

　
「
菊
の
香
や
明
治
は
近
く
な
り
に
け

り
」

第
二
回

明
治
の
日
を
実
現
し
よ
う
！
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