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譜
』

松　
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也

　

本
書
は
、
す
で
に
『
井
伏
鱒
二
と
「
ち
ぐ
は
ぐ
」
な
近
代　

漂
流
す
る
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
二
）
の
清
新
な
成
果
に
よ
っ
て
井
伏

鱒
二
研
究
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
更
新
し
た
著
者
に
よ
る
、
二
冊
め
の
著
書

で
あ
る
。
し
か
も
、
検
討
対
象
や
研
究
方
法
を
前
著
と
は
異
に
し
、
そ
の
成

果
が
す
で
に
一
書
と
な
る
精
力
的
な
研
究
と
そ
の
優
れ
た
達
成
に
は
、
ま
ず

も
っ
て
率
直
な
敬
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
『
太
宰
治
ブ
ー
ム
の
系
譜
』
の
概
要
‐
輪
郭
を
確
認
す
る
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
め
よ
う
。
三
部
か
ら
成
る
本
論
を
「
は
じ
め
に
」
と
終
章
で
は
さ

ん
で
構
成
さ
れ
た
本
書
は
、「
太
宰
ブ
ー
ム
」
な
る
現
象
を
、
太
宰
治
の
死

後
か
ら
時
系
列
に
沿
っ
て
、
そ
の
都
度
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
書
物
や
ト

ピ
ッ
ク
に
照
明
を
当
て
な
が
ら
今
日
ま
で
た
ど
り
な
お
し
た
、
太
宰
治
受
容

研
究
の
書
で
あ
る
、
と
さ
し
あ
た
り
は
い
え
る
。

　

以
下
に
、
本
書
の
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。

は
じ
め
に
／
第
一
部 

〈
太
宰
治
〉
と
戦
後
の
十
五
年
／
第
一
章　

第
一

次
太
宰
ブ
ー
ム
─
─
一
九
四
八
年
─
─
／
第
二
章　

戦
後
の
編
集
者
た

ち
／
第
三
章　

戦
後
の
若
者
た
ち
／
第
四
章　

第
二
次
太
宰
ブ
ー
ム

─
─
一
九
五
五
年
─
─
／
第
二
部 

『
太
宰
治
全
集
』
の
成
立
／
第
一
章　

八
雲
書
店
版
『
太
宰
治
全
集
』
／
第
二
章　

筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全

集
』
／
第
三
章　

検
閲
と
本
文
／
第
三
部 

高
度
経
済
成
長
の
な
か
で

／
第
一
章　

〈
太
宰
治
〉
と
読
者
た
ち
／
第
二
章　

第
三
次
太
宰
ブ
ー

ム
─
─
一
九
六
七
年
前
後
─
─
／
第
三
章　

「
か
ら
っ
ぽ
」
な
心
を
か

か
え
て
／
終
章　

そ
の
後
の
〈
太
宰
治
〉

　
「
滝
口
明
祥
著
『
太
宰
治
ブ
ー
ム
の
系
譜
』」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
七
・
一
）

に
お
い
て
「
太
宰
治
の
死
後
の
受
容
の
有
り
様
を
、
書
名
に
も
あ
る
三
度
の

「
ブ
ー
ム
」
を
軸
と
し
つ
つ
追
っ
た
も
の
」
だ
と
い
う
要
約
を
示
す
井
原
あ

や
は
、「
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
代
は
、
太
宰
の
死
の
年
で
あ
る
一
九
四
八
年

か
ら
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
現
在
に
至
る
ま
で
で
、
時
代
ご
と
に
ど
の
よ

う
に
〈
太
宰
治
〉
と
い
う
作
家
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
丹
念
に
検

証
し
て
い
る
」
と
評
し
て
、
研
究
対
象
‐
問
題
領
域
を
正
確
に
と
り
だ
し
て

み
せ
た
。
ま
た
、「
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

作
家
研
究
や
作
品
研
究
と
は
大
き
く
異
な
り
、
太
宰
治
＝
津
島
修
治
が
自
死

し
た
地
点
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
注
意
を
促
す
若
松
伸
哉
は
、「
広

範
な
射
程
で
津
島
修
治
没
後
の
〈
太
宰
治
〉
現
象
を
描
き
出
す
」（『
週
刊
読

書
人
』
二
〇
一
六
・
八
・
二
六
）
に
お
い
て
「
本
書
の
狙
い
は
津
島
修
治
の
死

後
に
〈
太
宰
治
〉
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
に
な
っ
て
い
く
過
程
や
現
象
を
分

析
す
る
こ
と
」
だ
と
措
定
し
た
上
で
、
そ
の
意
義
を
「〈
太
宰
治
〉
と
い
う

現
象
」
と
い
う
観
点
／
用
語
か
ら
高
く
評
価
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
廖
韋

娜
「
滝
口
明
祥
著
『
太
宰
治
ブ
ー
ム
の
系
譜
』」（『
九
大
日
文
』
二
〇
一
七
・
三
）

に
お
い
て
は
、「
目
次
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
滝
口
氏
は
歴
史
的
な
視

座
を
も
ち
、〈
太
宰
治
〉
と
い
う
作
家
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
過
程
及
び
各
時
代

の
受
容
状
況
を
追
遡
し
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
こ
こ
で
構
想

さ
れ
て
い
る
の
は
、
太
宰
治
個
人
の
受
容
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
後
日
本
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の
経
済
発
展
や
政
治
状
況
が
絡
ん
だ
文
学
史
で
も
あ
る
」
の
だ
と
、
個
別
の

作
家
受
容
研
究
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
本
書
が
「
文
学
史
」
な
の
だ

と
評
す
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
前
掲
井
原
書
評
に
は
「
太
宰
治
の
受
容
史

を
追
い
な
が
ら
、「
戦
後
の
こ
の
国
の
あ
り
方
」
と
メ
デ
ィ
ア
の
動
き
を
も

辿
る
こ
と
が
で
き
る
労
作
」、
前
掲
若
松
書
評
に
は
「
ま
る
で
太
宰
治
を
軸

と
し
た
戦
後
文
学
史
の
一
側
面
が
示
さ
れ
て
い
る
」、
と
類
似
し
た
評
価
が

並
ん
で
も
い
た
。
こ
う
し
た
比
喩
を
招
き
よ
せ
る
構
成
‐
叙
述
を
本
書
が
持

つ
こ
と
は
確
か
で
、
第
一
次
～
第
三
次
へ
と
至
る
「
太
宰
ブ
ー
ム
」
を
縦
糸

に
、
そ
れ
に
編
集
者
や
評
論
家
な
ど
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、
全
集
に
代
表
さ
れ

る
書
物
、
読
書
感
想
文
や
読
書
世
論
調
査
な
ど
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
読
者

（
層
）
と
い
っ
た
横
糸
が
織
り
あ
わ
さ
れ
て
構
成
さ
れ
た
本
書
が
、
狭
義
の

個
人
作
家
研
究
は
も
と
よ
り
、
作
家
受
容
／
作
家
イ
メ
ー
ジ
形
成
研
究
の
範

疇
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
‐
言
表
は
、
一
様
に
本
書
の
評
価

を
お
し
あ
げ
て
も
い
く
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
そ
の
内
容
を
、
太
宰
治
関
連
情
報
の
発
信
者
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お

い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
は
、
次
に
引
く
「
い
か
に
し
て
〈
太
宰
治
〉

は
「
流
行
作
家
」
に
な
っ
た
の
か　

時
代
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
る
太
宰
の
魅

力
と
作
品
の
豊
饒
さ
」（『
図
書
新
聞
』
二
〇
一
六
・
一
〇
・
一
五
）
の
大
國
眞
希

で
あ
る
。

　

生
前
は
一
部
に
熱
狂
的
な
支
持
者
が
い
る
マ
イ
ナ
ー
な
作
家
に
過
ぎ

な
か
っ
た
太
宰
治
が
、
戦
後
に
な
り
、
そ
の
死
が
大
々
的
に
報
道
さ
れ

（
報
道
す
る
側
に
は
太
宰
に
熱
狂
し
た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

滝
口
氏
は
指
摘
す
る
）、
太
宰
を
高
く
評
価
し
て
い
た
、
例
え
ば
古
田
晁

が
筑
摩
書
房
の
社
主
と
な
り
、
同
じ
く
野
原
一
夫
が
編
集
者
と
な
り
、

採
算
を
度
外
視
し
た
質
の
高
い
全
集
を
刊
行
し
、
詩
人
と
な
っ
た
吉
本

隆
明
が
太
宰
作
品
を
「
特
異
な
転
向
文
学
」
と
し
て
新
左
翼
の
学
生
た

ち
に
強
い
影
響
を
与
え
る
評
論
を
書
き
、
成
長
し
購
買
力
を
つ
け
た
読

者
た
ち
が
全
集
を
買
い
求
め
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
読
者
層
を
拡
大

し
て
い
き
、〈
太
宰
治
〉
は
現
代
に
お
い
て
、
現
役
の
作
家
と
遜
色
の

な
い
「
流
行
作
家
」
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
「（
太
宰
）
ブ
ー
ム
」
と
い
う
観
点
／
用
語
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
、

本
書
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
は
本
書
の
急
所
‐
鍵
語
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
ブ
ー
ム
」
と
「
流
行
作
家
」
と
い
う
現
象
／
言
語
的
事
件
の
関
係
が
不
明

瞭
だ
と
い
う
瑕
疵
0

0

を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
本
書
の
価
値
を
減

じ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
ブ
ー
ム
／
流
行
作
家
」
と
い
っ
た

二
項
を
は
じ
め
と
し
て
、
深
く
関
わ
り
な
が
ら
も
レ
ベ
ル
を
異
に
し
て
交
差

す
る
複
数
の
要
素
（
情
報
）
を
、「
太
宰
治
」
と
い
う
固
有
名
を
要
と
し
て
ま

と
め
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
方
法
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
だ
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、
本
書
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
私
が

読
ん
だ
限
り
、「
は
じ
め
に
」
に
「
太
宰
治
と
い
え
ば
、
生
前
か
ら
人
気
作

家
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
一
節
が
、
本
書
全
体
が

対
置
さ
れ
る
べ
き
前
提
0

0

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
議
論
に
お
い
て
は
、

仮
想
敵
と
も
称
す
べ
き
先
行
研
究
が
、
通
常
の
意
味
で
は
見
当
た
ら
な
い
こ

と
も
多
い
。
そ
れ
で
も
、
自
著
に
お
い
て
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
を
提
示
し

な
い
そ
れ
は
、
研
究
書
な
の
か
一
般
書
な
の
か
み
き
わ
め
に
く
い
。「
２
０

１
６
年
上
半
期
の
収
穫
か
ら
」（『
週
刊
読
書
人
』
二
〇
一
六
・
七
・
二
二
）
で
本

書
を
と
り
あ
げ
た
石
原
千
秋
は
、「「
マ
ス
コ
ミ
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
○
○
」
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み
た
い
な
メ
デ
ィ
ア
論
的
作
家
論
が
は
や
っ
た
時
期
が
あ
っ
て
、
こ
の
本
も

そ
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
」
と
評
し
た
上
で
、「
こ
の
本

の
特
徴
」
を
「
も
は
や
太
宰
治
文
学
が
ト
ー
タ
ル
に
は
読
ま
れ
な
く
な
っ
た

現
代
を
冷
静
に
見
て
い
る
こ
と
」
に
求
め
て
い
る
。
石
原
の
想
定
と
重
な
る

の
か
確
証
は
な
い
が
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
山
本
芳
明
『
文
学
者
は

つ
く
ら
れ
る
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
一
）
や
十
重
田
裕
一
『「
名
作
」
は
つ

く
ら
れ
る　

川
端
康
成
と
そ
の
作
品
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
）
で
あ
り
、

前
者
は
研
究
書
（
専
門
書
）、
後
者
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
テ
キ
ス
ト
（
一
般
書
）

で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
参
照
体
系
か
ら
み
れ
ば
、
本
書
の
資
料
の
扱
い
方
が
気
に
は
な

る
。
本
書
で
参
照
さ
れ
た
言
説
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
差
が
あ
り
、
一
例
を
あ

げ
れ
ば
研
究
領
域
で
は
す
で
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
一
般
に
は
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
書
の
ね
ら
い
か
ら
し
て
重
要
な
意
義
を
担
う
言
表
が
あ

る
。
そ
う
し
た
言
表
は
、
研
究
者
が
読
め
ば
既
視
感
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
へ
の
配
慮
が
あ
や
ぶ
ま
れ
る
局
面
が
な
く
も
な
い
。
た
だ

し
、
て
い
ね
い
に
手
続
き
を
ふ
め
ば
煩
瑣
に
な
る
こ
と
は
必
定
で
、
読
み
物

と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
落
ち
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
の
座
標
‐
設
定

‐
想
定
読
者
層
が
気
に
な
る
の
だ
。

　

逆
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
あ
り
方
自
体

0

0

0

0

0

が
本
書
の
特
徴
で
も
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
可
能
に
な
っ
た
問
題
構
成
や
叙
述
も
少
な
く
な
い
。「
ブ
ー
ム
や
作
家

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
文
芸
誌
だ
け
で
は
追
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
様
々
な
資
料
に
分
け
入
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
前
掲
書
評
の
井
原
は
、

「
本
書
が
親
し
み
や
す
い
軽
妙
な
語
り
口
の
せ
い
か
そ
う
し
た
労
力
さ
え

軽
々
と
飛
び
越
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
大
変
な
時
間
を
要
し

た
と
思
わ
れ
る
」
と
、
楽
屋
裏
の
著
者
の
「
労
力
」
を
漠
然
と
浮
か
び
あ
が

ら
せ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
梃
子
と
し
て
「
親
し
み
や
す
い
軽
妙
な
語
り
」

が
対
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
た
と
え
ば

「
社
会
思
想
と
太
宰
治
現
象
が
切
り
結
ぶ
局
面
が
散
見
さ
れ
る
が
、
太
宰
治

（
津
島
修
治
）
が
学
生
時
代
に
左
翼
運
動
に
従
事
し
て
い
た
履
歴
を
考
え
た
と

き
、
戦
後
の
こ
の
よ
う
な
読
者
の
あ
り
方
と
受
容
の
さ
れ
方
は
重
要
」
だ
と

前
掲
若
松
書
評
が
指
摘
す
る
通
り
、
時
代
風
俗
史
を
描
き
な
が
ら
も
、（
研

究
史
も
含
め
て
）
意
義
深
い
示
唆
を
含
む
局
面
も
散
見
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、

こ
う
し
た
雑
多
さ

0

0

0

も
ま
た
、
深
く
関
わ
り
な
が
ら
も
レ
ベ
ル
を
異
に
し
て
交

差
す
る
複
数
の
要
素
（
情
報
）
を
、「
太
宰
治
」
と
い
う
固
有
名
を
要
と
し
て

ま
と
め
る
と
い
う
、
本
書
の
方
法
の
帰
結
に
は
違
い
な
い
。

　

最
後
に
、
書
名
に
冠
さ
れ
た
「
系
譜
」
と
い
う
観
点
／
概
念
に
つ
い
て
、

十
分
な
論
及
は
紙
幅
が
許
さ
な
い
が
、「
す
り
消
え
、
何
度
も
書
き
直
さ
れ

た
羊
皮
紙
に
基
づ
い
て
作
業
が
進
め
ら
れ
る
」「
灰
色
の
も
の
で
あ
る
」
と

こ
ろ
の
「
系
譜
学
」（
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
）
に
比
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
に

構
成
さ
れ
た
進
化
論
的
な
本
書
（
の
展
開
）
は
、
整
序
さ
れ
た
明
朗
さ
に
満

ち
て
い
る
が
、
言
語
化
し
に
く
い
問
題
領
域
を
そ
れ
と
し
て

0

0

0

0

0

た
ち
あ
げ
、
可

視
化
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
座
標
（
研
究
史
上
の
位
置
ど
り
）
ぬ
き
に
も
優
れ

た
達
成
と
評
す
に
あ
ま
り
あ
る
。

 

（
二
〇
一
六
年
六
月　

ひ
つ
じ
書
房
刊　

Ｂ
６
判　

三
三
七
頁　

本
体
三
四
〇
〇
円
）


