
『
前
刀
燈
新
話
』
と

　
　
　
　
　
”
忍
び
入
り
一

『
金
款
魚
新
話
』

と
”
四
方
四
季
”

か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

の
趣
向

邊

恩

田

は
じ
め
に

　
”
物
揃
え
一
物
尽
く
し
）
”
と
い
う
叙
述
様
式
へ
の
関
心
に
端
を
発
し
て
、
こ

れ
と
同
様
の
機
能
を
も
っ
”
ー
プ
リ
・
－
チ
レ
・
－
打
令
一
を
取
り
挙
げ
、
日

本
と
韓
国
の
語
り
物
文
芸
に
そ
な
わ
る
類
型
性
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た

　
　
　
　
¢

こ
と
が
あ
る
、
も
と
よ
り
関
心
は
、
世
界
に
広
く
存
在
す
る
（
或
い
は
存
在
し

た
一
「
語
り
物
」
（
◎
冨
二
ぎ
冨
巨
尾
）
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
”
物
揃
え
〃
の
様
式

も
ま
た
ひ
と
り
一
民
族
の
文
芸
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た
な

い
。
世
界
に
数
あ
る
語
り
物
に
お
け
る
”
物
揃
え
（
物
尽
く
し
）
”
様
式
の
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遍
性
と
固
有
性
を
探
る
こ
と
は
興
味
の
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
そ
の

国
際
性
に
つ
い
て
の
論
議
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
ま
ず
は
前
稿
か
ら
の
関
心
事

に
く
ぎ
り
を
っ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
数
あ
る
語
り
物
文
芸
の
作
品
の
な
か
で
も
、
特
に
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
と

　
　
　
　
　
『
勢
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

「
春
香
伝
」
を
選
ん
で
論
じ
て
き
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
作

品
に
見
出
せ
る
物
揃
え
に
注
目
す
べ
き
酷
似
点
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
物
揃
え
と
は
、
前
稿
で
示
し
た
が
次
の
よ
う
で
あ
る
。

）一（）
一
一

（）三（

浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
に
つ
い
て
の
人
物
描
写

・
容
姿
の
描
写
　
　
　
　
・
衣
服
丹
粧
チ
レ

。
芸
能
・
品
性
の
描
写
　
。
金
玉
辞
説

。
装
束
の
描
写
　
　
　
　
。
芸
能
・
品
性
の
描
写

。
美
人
揃
え

御
曹
子
・
李
道
令
に
つ
い
て
の
人
物
描
写

。
装
束
揃
え
　
　
　
　
　
。
衣
服
丹
粧
チ
レ

。
笛
の
名
手
揃
え
　
　
　
。
書
冊
プ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
ポ
ゴ
ヂ
ゴ
歌

浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
の
屋
敷
と
庭
園
の
描
写



　
　
　
　
　
「
菊
燈
新
話
』
と
，
金
煮
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

　
　
　
・
泉
水
揃
え
　
　
　
　
　
。
チ
プ
チ
レ

　
　
四
　
浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
の
部
屋
の
描
写

　
　
　
。
宿
所
の
結
構
　
　
　
　
・
四
壁
図
辞
説

　
　
　
・
四
方
障
子
の
絵
揃
え
　
・
セ
ガ
ン
器
皿
辞
説
（
調
度
品
揃
え
）

　
　
　
。
屋
敷
の
結
構
尽
く
し
　
・
タ
ム
ベ
辞
説
（
煙
草
揃
え
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
酒
肴
辞
説

　
こ
の
う
ち
Ｈ
と
ｏ
と
は
、
登
場
人
物
を
描
く
際
に
類
型
的
な
手
法
で
描
く
と

い
う
こ
と
の
類
似
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
人
物
描
写
の
類
型
性
は
広

く
他
の
語
り
物
や
物
語
な
ど
に
も
見
受
け
ら
れ
る
手
法
で
あ
っ
て
、
特
に
こ
の

二
作
品
だ
け
に
独
特
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
四
は
他
に
類
を
見
な
い
特

異
な
物
揃
え
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
よ
り
深
く
論
じ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
恋
物
語
に
は
一
見
染
め
↓
出
逢
い
↓
別
れ
↓
忍
び
入
り
↓
口
説
↓

　
　
　
　
　

契
り
↓
別
離
一
と
い
う
恋
の
過
程
の
展
開
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ

と
に
”
忍
び
入
り
〃
か
ら
”
契
り
〃
ま
で
の
場
面
描
写
に
は
看
過
で
き
な
い
共

通
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が
日
、
四
の
物
揃
え
で
あ
っ
て
、

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
で
は
、
男
性
主
人
公
御
曹
司
が
浄
瑠
璃
姫
の
屋
敷
を
の
ぞ

き
見
る
と
こ
ろ
で
庭
園
が
描
か
れ
（
泉
水
揃
え
）
、
さ
ら
に
屋
敷
内
へ
忍
び
入

っ
た
と
こ
ろ
で
は
部
屋
の
結
構
の
さ
ま
、
四
方
の
障
子
の
絵
、
調
度
の
品
々
が

描
か
れ
る
。
一
方
の
『
春
香
伝
』
で
は
、
男
性
主
人
公
李
道
令
が
春
香
の
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

に
忍
び
入
る
と
こ
ろ
で
庭
園
と
屋
敷
の
結
構
が
描
か
れ
（
チ
プ
チ
レ
）
、
部
屋

へ
入
る
と
こ
ろ
で
は
四
方
の
壁
の
画
図
が
描
か
れ
、
調
度
品
の
数
々
が
描
か
れ

る
と
い
っ
た
如
く
で
あ
る
。
春
香
が
李
道
令
を
迎
え
座
っ
て
は
、
煙
草
揃
え
や

酒
肴
揃
え
も
登
場
し
て
い
る
。

　
庭
園
の
描
写
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
ひ
と
あ
た
り
見
た
の
で
、
そ
れ

に
譲
る
と
し
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
と
「
四

壁
図
辞
説
（
四
方
の
壁
の
画
図
揃
え
）
」
が
も
っ
と
も
長
文
か
つ
核
と
な
る
物

揃
え
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
そ
こ
に
み
え
る
”
四
方
の
絵
”
と
い
う
様
式
が
両

者
に
共
通
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
”
忍
び
入
り
〃
と
い

う
場
面
に
置
か
れ
て
い
る
点
は
刮
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
室
町
時
代
一
六
世
紀
後
期
か
ら
江
戸
初
期
頃
に
盛
行
し
た
『
浄
瑠
璃
姫
物

語
』
と
、
か
た
や
一
八
世
紀
頃
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
お
お
い
に
愛
好
さ
れ

た
『
春
香
伝
』
、
時
代
と
空
問
を
異
に
す
る
こ
の
二
つ
の
作
晶
に
如
上
の
よ
う

な
類
似
点
が
み
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
疑
問

を
持
ち
続
け
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
彼
我
の
地
に
お
け
る
文
学
的
営
為
の

偶
然
の
一
致
と
片
づ
け
て
し
ま
う
の
は
簡
単
で
あ
る
。
文
学
比
較
に
お
い
て
注

意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
軽
微
な
類
似
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
あ
る
い

は
作
晶
の
成
立
や
変
容
等
に
か
か
わ
っ
て
く
る
重
要
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
関
連
性
の
な
い
単
な
る
偶
然
の
類
似
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
そ

の
意
義
は
見
出
し
が
た
い
。



　
筆
者
は
こ
の
二
作
品
間
に
は
、
直
接
の
文
学
的
交
渉
よ
り
も
、
な
ん
ら
か
の

問
接
的
な
交
渉
・
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
こ
の

問
題
を
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
”
忍
び
入
り
〃
と
”
四
方
四
季
〃
（
四
季
揃
え
）

に
あ
る
と
判
断
し
考
察
を
加
え
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
と
『
春
香
伝
』
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
、

先
行
す
る
中
国
明
代
の
『
菊
燈
新
話
』
と
朝
鮮
朝
前
期
の
伝
奇
小
説
『
金
薫
新

話
』
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
”
四
方
障
子
揃
え
〃
と
『
春
香

伝
』
の
”
四
壁
図
辞
説
”
は
、
『
勢
燈
新
話
』
の
「
渇
塘
奇
遇
記
」
と
『
金
薫

新
話
』
の
「
李
生
窺
培
伝
」
に
お
け
る
忍
び
入
り
の
場
面
で
の
四
季
描
写
の
趣

向
を
、
受
容
し
展
開
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
こ
の
趣

向
は
、
中
世
末
近
世
初
期
の
語
り
物
文
芸
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
”
忍
び

入
り
の
四
季
揃
え
”
と
い
う
趣
向
と
し
て
の
定
着
を
促
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
以
下
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
詳
し
く

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
二
　
”
四
方
障
子
の
絵
揃
え
”
と
”
四
壁
図
辞
説
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ず
”
四
方
障
子
の
絵
揃
え
”
と
”
四
壁
図
辞
説
”
に
つ
い
て
あ
ら
ま
し
見

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

浄
瑠
璃
御
前
の
屋
敷
の
庭
園
の
美
し
さ
を
な
が
め
見
た
御
曹
子
は
、
そ
の
あ

　
　
　
　
　
『
勢
燈
新
話
』
と
『
金
賓
新
話
」
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

と
屋
敷
の
内
へ
と
入
り
、
四
方
の
障
子
の
絵
を
眺
め
見
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ト
『
十
二
段
草
子
』
の
場
合
、
そ
の
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

テ
キ

　
四
方
の
障
子
の
其
絵
に
は
、
四
節
を
ま
ね
ぴ
て
か
か
れ
た
り
。
東
を
、

春
の
柳
、
ち
そ
く
を
ま
し
え
、
南
枝
北
枝
の
梅
（
む
め
）
か
い
ら
く
、
す

で
に
こ
と
に
し
て
、
谷
の
鶯
が
、
古
巣
を
又
も
ど
り
、
峰
の
雪
が
む
ら
き

え
て
、
の
こ
ん
の
雪
か
と
疑
わ
れ
、
長
生
殿
に
は
、
不
老
門
、
り
ん
く
わ

の
光
が
訪
れ
て
、
四
方
の
山
の
端
も
、
み
わ
た
り
、
霞
か
か
り
て
鹿
也
け

れ
ば
、
春
の
て
い
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
。
南
を
夏
と
眺
む
れ
ば
、
卯
月
初

め
の
こ
と
な
る
に
、
浄
土
に
住
む
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
、
繁
る
青
葉
に
身
を

か
へ
し
…
…
（
略
）
、
こ
ず
え
を
響
か
す
蝉
の
声
、
ま
こ
と
司
と
ぞ
か
い

た
り
け
り
。
西
を
は
る
か
に
眺
む
れ
ば
、
秋
の
て
い
か
と
う
ち
見
え
て
、

は
る
は
か
へ
り
雁
が
ね
が
、
越
し
地
よ
り
雲
の
か
け
橋
渡
る
と
て
、
こ
れ

は
来
た
る
と
告
げ
わ
た
る
。
…
…
（
略
）
、
四
方
の
山
は
も
み
ぢ
し
て
、

錦
を
は
（
延
カ
）
べ
た
る
に
異
な
ら
ず
、
秋
の
て
い
と
ぞ
見
え
た
り
け
り
。

　
　
北
を
は
る
か
に
眺
む
れ
ば
、
冬
の
て
い
か
と
う
ち
見
え
て
、
木
々
の
梢
が

　
　
ま
ば
ら
に
て
、
っ
が
は
ぬ
鴛
鴛
の
一
っ
が
ひ
、
羽
を
ば
氷
に
と
ぢ
ら
れ
て

　
　
…
…
（
略
）
、
是
は
冬
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
。

　
語
り
起
こ
し
の
文
に
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
四
方
の
障
子
に
四
季
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
付
線
に
見
る
よ
う
に
、
東
に
春
、
南
に
夏
、
西
に
は
秋
、

そ
し
て
北
に
は
冬
と
い
う
よ
う
に
、
東
・
南
・
西
・
北
順
に
四
方
に
季
節
の
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
『
勇
燈
新
話
』
と
『
金
蕉
新
話
』
か
ら
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

移
を
き
ち
ん
と
配
し
て
あ
る
こ
と
は
本
文
に
明
ら
か
で
あ
り
、
四
方
四
季
の
様

式
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
絵
に
描
か
れ
た
主
な
も
の
を
方
位
ご
と
に
挙

げ
て
見
る
と
、東

南

西

ヒ
コ

柳
、
梅
、
鶯
、
残
ん

卯
月
、
ほ
と
と
ぎ
す
、

か
り
が
ね
（
雁
）
、
糸

ま
ば
ら
な
梢
、
鴛
鴛
、

の
雪

菖
蒲
、
藤
の
花
、
卯

す
す
き
、
虫
揃
え
（
こ

氷
、
霜
、
松
枝
の
雪
、

の
花
、
早
苗
、
蝉
の

お
ろ
ぎ
、
は
た
お
り
、

軒
の
霜

声

き
り
ぎ
り
す
、
す
ず

虫
な
ど
）
、
萩

と
な
り
、
日
本
の
四
季
そ
れ
ぞ
れ
を
お
も
わ
せ
る
花
鳥
風
月
、
景
観
の
風
雅
な

る
描
出
と
な
っ
て
い
る
。
方
位
の
順
序
が
そ
の
ま
ま
四
季
の
推
移
を
表
し
、
方

位
と
内
容
と
が
み
ご
と
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
同
テ
キ
ス
ト
に
は
、
四
方
四
季
の
様
式
を
も
つ
庭
園
描
写
が
あ
っ

て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
方
位
順
が
四
季
の
推
移
と
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
、
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
浄
土
庭
園
と
し
て
の
景
観
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
障
子
絵

の
本
文
に
は
、
仏
教
色
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
あ
た
ら
な
い
（
「
浄
土

に
住
む
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
語
句
は
あ
る
が
南
に
お
か
れ
て
い
る
）
。
障
子

絵
の
場
合
は
、
白
然
景
観
そ
の
も
の
を
、
季
節
の
推
移
と
い
う
視
点
を
も
っ
て

描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
次
に
”
四
壁
図
辞
説
”
の
方
を
見
て
み
よ
う
。
こ
ち
ら
の
設
定
箇
所
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

男
性
主
人
公
李
道
令
が
春
香
の
屋
敷
の
庭
園
の
様
子
を
眺
め
見
た
あ
と
、
続
い

て
四
方
の
壁
に
掛
け
ら
れ
た
図
（
画
）
を
眺
め
見
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
テ

　
　
　
　
　
　
　
¢

キ
ス
ト
「
南
原
古
詞
』
の
場
合
そ
れ
は
、

　
　
東
の
壁
を
眺
む
れ
ば
、
商
山
の
四
皓
が
碁
盤
を
は
さ
み
座
し
、
黒
白
燗
漫

　
　
の
な
か
に
、
（
不
詳
）
と
描
き
あ
り
、
六
如
和
尚
性
真
が
、
春
風
の
な
か

　
　
石
橋
の
上
に
て
八
仙
女
に
め
ぐ
り
逢
い
、
手
に
し
た
る
六
環
杖
を
白
雲
の

　
　
か
な
た
に
投
げ
や
り
て
、
合
掌
し
た
る
そ
の
さ
ま
を
、
あ
き
ら
か
に
ぞ
描

　
　
き
あ
る
。
西
の
壁
を
眺
む
れ
ば
、
晋
の
処
士
陶
淵
明
は
、
影
沢
令
を
辞
し
、

　
　
白
鶴
を
先
に
五
斗
米
を
捨
て
つ
つ
、
秋
江
山
に
舟
浮
か
べ
、
清
風
名
月
の

　
　
な
か
を
、
繍
湘
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ
く
さ
ま
を
、
歴
々
と
描
い
て
あ
り
、
富

　
　
有
山
の
嚴
子
陵
は
、
諌
議
大
夫
の
職
を
辞
し
、
白
鴎
を
友
に
し
猿
鶴
と
親

　
　
し
み
っ
っ
、
桐
江
上
七
里
の
灘
に
、
釣
竿
を
投
げ
入
れ
し
そ
の
さ
ま
を
、

　
　
爽
然
と
ぞ
描
き
た
る
。
。
南
の
壁
を
眺
む
れ
ば
…
…
（
略
）
。
北
の
壁
を
眺

　
　
む
れ
ば
…
…
（
略
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
語
り
の
叙
述
様
式
は
、
四
方
位
を
一
っ
ず
っ
あ
げ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
画
を
説
明
す
る
と
い
う
も
の
で
、
先
に
見
た
『
十
二
段
草
子
』
と
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
方
位
の
順
は
、
東
・
西
・
南
・
北
に
な
っ
て
お
り
、
『
十
二
段

草
子
』
の
障
子
絵
の
よ
う
に
、
東
・
南
・
西
・
北
と
い
う
春
夏
秋
冬
の
季
節
の

推
移
に
対
応
し
た
順
で
は
な
い
。
つ
ま
り
四
季
の
推
移
の
描
写
に
主
眼
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
画
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
も
、



障
子
絵
で
の
季
節
の
景
観
描
写
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
各
方
位
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
次
表
に
あ
げ
る
通
り
で
あ
る
。

東

西

南

ヒ
」

商
山
四
皓

陶
淵
明

劉
備

姜
太
公
、
巣
父
許
由
、

六
如
和
尚
性
真

嚴
子
陵

李
太
白

帰
去
来
辞
、
竹
林
七

賢
、
漁
樵
問
答
、
魚

変
成
龍

　
こ
の
よ
う
に
画
は
、
東
の
壁
の
”
六
如
和
尚
性
真
〃
を
除
け
ば
、
す
べ
て
中

国
の
故
事
や
文
学
世
界
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
と
西

の
壁
の
画
は
、
右
に
訳
出
し
た
通
り
で
あ
る
し
、
南
の
壁
に
は
、
劉
皇
叔
（
劉

備
）
が
赤
兎
馬
を
走
ら
す
さ
ま
と
、
葡
萄
酒
に
酔
い
し
れ
た
李
太
白
が
舟
の
上

か
ら
水
面
に
浮
か
ん
だ
月
を
っ
か
ま
ん
と
す
る
さ
ま
を
描
い
た
画
、
北
の
壁
に

は
、
渇
水
に
釣
糸
を
た
れ
て
い
た
姜
太
公
が
周
文
王
に
め
ぐ
り
逢
っ
た
画
、
巣

父
許
由
が
箕
山
へ
と
向
か
う
画
、
さ
ら
に
竹
林
の
七
賢
や
魚
変
成
龍
の
画
な
ど

と
い
う
よ
う
に
、
中
国
の
故
事
や
「
三
国
志
」
な
ど
の
文
学
世
界
に
取
材
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
画
の
背
景
と
し
て
自
然
の
景
物
が
お
か
れ
る
こ

と
も
あ
る
し
、
そ
う
し
た
描
写
も
あ
る
に
は
せ
よ
、
四
季
の
景
色
そ
の
も
の
を

題
材
と
は
し
て
い
な
い
。

　
む
し
ろ
画
は
、
忠
義
を
尽
く
す
べ
き
君
主
に
ま
み
え
た
喜
び
、
俗
世
を
離
れ

清
遠
の
世
界
に
遊
ぶ
隠
遁
者
、
あ
る
い
は
死
す
と
も
志
節
を
守
ら
ん
と
す
る
高

　
　
　
　
　
『
前
刀
燈
新
話
』
と
『
金
煮
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

貴
な
士
の
姿
、
劉
備
の
い
わ
ゆ
る
三
顧
草
盧
の
礼
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
朝

鮮
朝
時
代
の
士
大
夫
文
士
の
好
ん
だ
徳
目
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、

世
俗
を
離
れ
た
弧
高
の
世
界
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
特
に
目
を
引
く
。
陶
淵
明

に
し
ろ
李
白
に
し
ろ
、
”
桃
源
境
〃
に
あ
こ
が
れ
仙
界
に
遊
ぶ
詩
文
を
多
く
残

し
た
風
流
の
文
士
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
東
の
画
と
大
き
く
か
か
わ
っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
商
山
四
晧
と
六
如
和
尚
性
真
に
ま
つ
わ
る
画
が
そ
れ
で
あ

る
が
、
四
暗
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
秦
初
皇
の
暴
政
を
さ
け
商
山
に
隠
れ
、
の
ち

仙
人
に
な
っ
た
と
い
う
四
人
の
隠
士
で
あ
る
。
世
俗
を
捨
て
弧
高
の
世
界
に
す

ま
う
彼
ら
が
碁
に
興
じ
る
図
は
、
ま
さ
し
く
神
仙
境
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
ま
た
六
如
和
尚
性
真
と
あ
る
の
は
、
朝
鮮
朝
の
金
萬
重
の
小
説
『
九
雲
夢
』

の
主
人
公
で
、
画
は
神
仙
世
界
に
お
い
て
、
石
橋
の
上
で
八
人
の
美
し
い
仙
女

に
出
逢
っ
た
小
説
の
一
場
面
の
描
出
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
わ
ざ
わ
い
し
て
、

主
人
公
性
真
は
神
仙
世
界
か
ら
俗
世
界
へ
と
摘
降
さ
れ
て
し
ま
い
、
物
語
が
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
こ
の
画
も
、
神
仙
境
を
描
い
て
い
る
。

　
『
春
香
伝
』
諸
本
で
の
当
該
詞
章
を
調
べ
て
み
て
も
、
四
方
を
揃
え
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
様
式
と
画
の
内
容
は
『
南
原
古
詞
』
と
大
差
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
東
　
　
　
　
　
西
　
　
　
　
　
南
　
　
　
　
　
北

李
古
本

陶
淵
明
、

公

姜
太

ハ
ン
ド
ド
ン
イ
商
山
四
晧

劉
備

五



『
塑
燈
新
話
』
と

，
金
然
新
話
』
か
ら

，
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
へ

京
板
十
六
張
本

陶
淵
明

劉
備

姜
太
公

性
真
と
八
仙
女

京
板
三
十
張
本

申
在
孝
本
（
男

二
妃
（
蛾
皇
と

趨
飛
燕
（
漢
皇

虞
美
人

緑
珠

唱
）

女
英
）
の
弾
琴

帝
の
寵
姫
）

趨
相
賢
唱
本

姜
太
公

商
山
四
皓

関
羽
と
張
飛

二
夫
人
（
蛾
皇

と
女
英
）

　
右
の
よ
う
に
、
伝
本
の
う
ち
最
も
本
文
の
長
い
，
南
原
古
詞
』
か
ら
、
最
も

短
い
十
六
張
本
『
春
香
伝
」
、
そ
し
て
現
在
韓
国
で
演
唱
さ
れ
て
い
る
「
趨
相

賢
唱
本
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
、
重
要
な
趣
向
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
春
香
伝
』
（
テ
キ
ス
ト
「
南
原
古
詞
』
）
の
”
四

壁
図
辞
説
”
は
、
朝
鮮
や
中
国
の
故
事
・
文
学
世
界
に
取
材
し
つ
つ
神
仙
境
．

神
仙
世
界
を
描
こ
う
と
し
て
お
り
、
一
方
の
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
（
テ
キ
ス
ト

『
十
二
段
草
子
』
）
の
”
四
方
障
子
の
絵
揃
え
”
は
自
然
の
景
物
で
も
っ
て
四
季

そ
れ
ぞ
れ
の
風
情
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
四
方
を
示

す
様
式
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、
季
節
推
移
を
あ
ら
わ
す
東
・
南
．
西
．
北
の

方
位
順
を
明
確
に
備
え
て
い
る
の
は
障
子
絵
の
方
で
あ
り
、
方
位
の
順
に
季
節

を
対
応
さ
せ
て
い
な
い
の
は
四
壁
図
の
方
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
御
曹
子
と
李
道
令
と
い
う
二
人
の
男
性
主
人
公
は
、
契
り
を
結

ば
ん
と
忍
び
入
っ
た
部
屋
の
中
に
、
な
ぜ
か
く
の
如
き
四
方
の
絵
（
図
）
を
見

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
「
沼
塘
奇
遇
記
」

六

の
”
忍
び
入
り
〃

と
〃
四
季
描
写
”

　
需
刀
燈
新
話
』
は
、
中
国
の
明
代
初
に
嬰
佑
が
著
し
た
伝
奇
小
説
集
で
あ
る
。

二
十
篇
が
伝
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
篇
に
「
洞
塘
奇
遇
記
」
が
あ
る
。
従
来

こ
の
作
品
は
、
夢
が
と
り
も
っ
た
奇
遇
な
物
語
を
描
い
た
と
い
う
点
に
、
関
心

が
寄
せ
ら
れ
多
く
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
男
女
が
別
れ
の
あ
と
、
互
い

に
契
り
を
結
ぶ
夢
を
見
、
再
び
逢
っ
た
時
に
夢
で
の
奇
遇
を
語
り
合
い
、
二
人

は
め
で
た
く
結
婚
す
る
と
い
う
筋
展
開
に
な
っ
て
お
り
、
奇
な
る
男
女
の
縁
を

描
い
た
伝
奇
小
説
で
は
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
従
来
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
作
品
の
出
逢
い

の
描
写
に
は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
独
特
な
趣
向
が
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
男

女
の
出
逢
い
の
あ
と
、
男
性
主
人
公
が
、
女
性
主
人
公
の
部
屋
へ
と
忍
び
入
る

場
面
に
お
け
る
四
季
の
描
写
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
物
語
は
、
主
人
公
王
生
が
仕
事
の
帰
り
、
洞
塘
の
地
に
立
ち
寄
る
と
こ
ろ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
れ
ん

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
と
あ
る
酒
璋
に
入
っ
た
王
生
は
、
暖
簾
ご
し
に
美
し
い
娘

と
見
染
め
合
う
。
し
か
し
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
く
、
心
残
り
の
ま
ま
に
舟

へ
と
戻
っ
た
王
生
は
、
つ
い
に
そ
の
夜
、
夢
の
中
で
、
娘
の
家
へ
行
く
こ
と
に

な
る
。
酒
璋
へ
入
っ
た
王
生
は
、
門
の
中
ふ
か
く
入
り
、
娘
の
部
屋
へ
と
入
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
い
く
。
夢
の
中
で
の
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
（
『
菊
燈
新
話
句
解
－
本
を

用
い
た
。
）



是
夜
遂
夢
至
璋
中
　
入
門
数
重
直
抵
舎
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
１

始
至
女
室
乃
一
小
軒
也
　
軒

之
前
有
蒲
萄
架
　
架
下
襲
池
方
圓
盈
丈

整
以
文
石
養
金
螂
其
中
　
池
左

右
植
垂
綜
檜
二
株
緑
蔭
娑
婆
　
募
培
結
一
翠
栢
屏
　
屠
下
設
石
仮
山
三
峯

皮
然
競
秀
　
草
則
金
線
緕
教
之
暦
　
霜
露
不
愛
色
　
窓
問
掛
一
離
花
籠

籠
内
蓄
一
緑
鶏
鵡
　
見
人
能
言
軒
下
垂
小
木
鶴
二
隻
　
脚
線
香
焚
之

引安
上
立
一
古
銅
瓶

挿
孔
雀
尾
敷
童

　
　
　
　
引

其
傍
設
筆
硯
之
類
皆
極
齋
林
之

架
上
横
一
碧
玉
簾
女
所
吹
也

壁
上
貼
金
花
桟
四
幅
　
題
詩
干
上

ｊ６｛

饅
則
救
東
披
四
時
詞
　
字
董
則
師
趨
松
雪

　
第
一
幅
云
（
詩
文
略
）

　
第
二
幅
云
（
詩
文
略
）

　
第
三
幅
云
（
詩
文
略
）

　
第
四
幅
云
（
詩
文
略
）

不
知
何
人
所
作
也

女
見
生
至
　
與
之
承
迎

執
手
入
室
　
極
其
歓
諺

會
宿
於
寝

詩

　
こ
の
よ
う
に
王
生
は
夢
の
中
で
娘
と
つ
い
に
契
り
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
が
、

こ
の
小
説
で
、
娘
を
見
染
め
て
か
ら
契
り
を
結
ぶ
ま
で
の
物
語
展
開
は
、
次
の

よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
…
　
酒
捧
で
暖
簾
ご
し
に
娘
を
見
初
め
る
。

　
　
閉
夢
の
中
で
娘
の
家
に
行
く
。

　
　
側
娘
の
家
の
庭
園
の
さ
ま
。

　
　
削
　
室
内
の
調
度
品
。

　
　
　
　
　
「
勢
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
－
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

　
　
刷
　
壁
に
貼
ら
れ
た
詩
四
幅
。

　
　
側
　
契
り
。

　
こ
の
う
ち
、
…
の
出
逢
い
の
方
法
が
暖
簾
ご
し
で
あ
る
点
、
閉
の
忍
び
入
り

が
”
夢
〃
の
中
で
の
こ
と
と
す
る
設
定
、
閉
で
の
忍
び
入
り
の
時
に
庭
園
を
描

い
て
い
る
点
は
重
要
で
、
『
金
薫
新
話
』
や
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
『
春
香
伝
』
と

の
比
較
し
な
が
ら
詳
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
注
目
し
た
い
の
は
、

岬
と
旧
の
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
部
屋
の
な
か
へ
と
忍
び
入
っ
た
場
面
に
お

け
る
、
調
度
晶
描
写
と
壁
詩
四
幅
の
描
写
、
四
季
描
写
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
こ
の
箇
所
を
飯
塚
朗
氏
の
訳
で
見
る
と
、

　
　
部
屋
へ
通
る
と
机
の
上
に
は
古
銅
の
瓶
、
そ
れ
に
孔
雀
の
羽
が
数
本
立
て

　
　
ら
れ
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
お
い
て
あ
る
筆
硯
の
類
は
み
な
整
然
と
し
て
い

　
　
た
。
碧
玉
の
静
が
横
た
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
娘
が
吹
く
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
壁
に
は
金
花
菱
と
呼
ぶ
上
質
の
紙
が
四
枚
貼
ら
れ
、
そ
の
上
に
詩
が

　
　
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詩
体
は
蘇
東
披
の
四
季
の
詩
に
な
ら
い
、
そ
の

　
　
書
体
は
趨
松
雪
を
手
本
に
し
た
も
の
、
誰
の
作
か
は
不
明
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
部
屋
の
調
度
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
机
の
上
の
「
古

銅
瓶
」
「
筆
硯
之
類
」
と
楽
器
「
碧
玉
籍
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
視
点
は
壁
の
上

へ
と
移
っ
て
詩
四
篇
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
壁
に
貼
ら
れ
た
詩
は
、

第
一
幅
か
ら
順
に
列
挙
す
る
方
法
に
よ
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
詩
が
そ
れ
ぞ

れ
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



『
勢
燈
新
話
－
と

『
金
煮
新
話
－
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

一
幅
は
、

　
　
第
一
幅
云

　
　
春
風
吹
花
落
紅
雪
　
楊
柳
陰
濃
喘
百
舌

　
　
東
家
胡
蝶
西
家
飛
　
前
歳
櫻
椎
今
歳
結

　
　
鰍
擾
蹴
罷
費
馨
髭
　
粉
汗
凝
香
沁
線
紗

　
　
侍
女
亦
知
心
内
事
　
銀
瓶
汲
水
煮
新
茶

と
あ
っ
て
、
春
風
、
楊
柳
、
百
舌
、
胡
蝶
、
櫻
桃
、
新
茶
な
ど
の
語
が
ち
り
ば

め
ら
れ
て
あ
り
、
春
の
風
雅
さ
の
た
だ
よ
う
詩
で
あ
る
こ
と
は
た
や
す
く
感
得

さ
れ
る
。
同
様
に
し
て
第
二
幅
の
詩
は
、

　
　
第
二
幅
云

　
　
芭
蕉
葉
展
青
鴛
尾
　
萱
草
花
含
金
鳳
砦

　
　
一
隻
乳
燕
出
雌
梁
　
敷
鮎
新
荷
浮
線
水

　
　
困
人
天
氣
日
長
時
　
針
線
傭
拮
午
漏
遅

　
　
起
向
石
榴
陰
畔
立
　
戯
將
梅
子
打
捻
見

の
如
く
夏
を
、
そ
し
て
第
三
幅
は
秋
を
、
第
四
幅
は
冬
の
季
節
感
あ
ふ
れ
る
詩

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
壁
の
詩
四
幅
は
、
”
四
季
揃
え
”
の
様
式
を
確
固
と

備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
四
幅
の
詩
の
描
写
の
あ
と
、
付
線
ゆ
の
部
分
で

　
　
娘
は
王
の
や
っ
て
き
た
の
を
見
て
こ
れ
を
出
迎
え
、
手
を
と
っ
て
部
屋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
入
り
、
た
の
し
み
を
と
も
に
し
て
、
寝
所
に
一
夜
を
明
か
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

の
よ
う
に
、
男
女
は
契
り
を
結
ぶ
こ
と
と
な
り
、
恋
物
語
の
ひ
と
ま
ず
の
成
就

と
な
っ
て
い
る
。

　
「
洞
塘
奇
遇
記
」
に
お
い
て
、
こ
の
壁
上
の
詩
四
幅
が
い
か
に
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
詩
文
の
占
め
る
字
数
か
ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。

作
品
本
文
の
漢
字
総
数
一
一
九
二
字
の
う
ち
、
詩
四
幅
は
総
数
二
七
五
字
で
あ

り
、
つ
ま
り
は
本
文
の
ほ
ぽ
四
分
の
一
を
も
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
作
者

嬰
佑
が
、
こ
の
詩
四
幅
に
か
な
り
の
重
き
を
お
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
め
な

い
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
忍
び
入
り
の
場
面
で
、
室
内
の
調
度
を
描
き
、

四
季
揃
え
の
壁
の
詩
を
描
き
、
そ
の
あ
と
、
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
”
趣

向
〃
が
、
「
洞
塘
奇
遇
記
」
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば

「
泪
塘
奇
遇
記
」
は
、
”
忍
び
入
り
〃
の
場
面
に
”
四
季
揃
え
〃
を
趣
向
と
し
て

持
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
扁
刀
燈
新
話
』
は
中
国
文
学
史
上
大
き
な
位
置
を
占
め
る
作

品
で
あ
り
、
こ
れ
が
世
に
出
た
時
、
こ
の
「
沼
塘
奇
遇
記
」
も
相
当
の
好
尚
を

も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
物
語
本
文
末
尾
に
「
可
謂

苛
遇
実
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夢
の
中
で
の
契
り
が
現
実
の
も
の
と
な
る
奇
遇
な

る
筋
展
開
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
筆
者
は
、
如
上
の
よ
う
な
忍
び
入
り
の
場
面

描
写
の
新
奇
さ
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
、
忍
び
入
り
と
四
季
描
写
の
趣
向
が
、
他
の
中
国
古
典
に
見



ら
れ
る
か
ど
う
か
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
『
勢
燈
新
話
』
の

他
の
作
品
に
ど
う
か
を
見
て
お
こ
う
。
作
品
「
聯
芳
楼
記
」
で
は
、
主
人
公
蘭

英
・
意
英
の
住
ま
う
楼
を
描
く
と
こ
ろ
に
、
「
承
天
寺
の
僧
雪
窓
が
蘭
や
意
の

香
草
の
墨
絵
が
う
ま
か
っ
た
の
で
、
そ
の
四
方
の
壁
に
胡
粉
を
塗
り
、
そ
の
上

に
絵
を
描
か
せ
た
の
で
、
こ
の
楼
に
登
る
と
、
春
風
の
部
屋
へ
で
も
通
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
＠

う
に
陶
然
と
し
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
「
四
壁
」
に
「
絵
画
」
を
遼
し
た
と
い

う
表
現
が
あ
る
だ
け
で
、
絵
の
詳
し
い
描
写
も
な
く
ま
た
忍
び
入
り
と
い
う
趣

向
も
な
い
。

　
日
本
の
地
に
伝
来
し
た
中
国
文
学
は
『
前
刀
燈
新
話
』
以
外
に
も
相
当
多
い
。

た
と
え
ば
す
で
に
奈
良
時
代
に
は
、
有
名
な
『
遊
仙
窟
』
が
日
本
に
伝
来
し
、

平
安
朝
物
語
小
説
の
発
生
を
促
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
通

　
　
　
＠

り
で
あ
る
。
『
遊
仙
窟
』
は
「
風
景
絶
佳
の
桃
源
の
仙
境
に
お
け
る
男
女
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

夜
の
歓
会
を
描
い
た
も
の
で
、
中
国
唐
初
の
恋
愛
小
説
」
と
い
わ
れ
る
作
品
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
男
性
主
人
公
張
郎
が
仙
境
に
迷
い
入
り
、
美
貌
の
崔
女

郎
の
屋
敷
を
尋
ね
る
く
だ
り
が
あ
っ
て
、
艶
書
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
や
は
り
忍
び
入
り
は
な
く
、
ま
た
四
季
描
写
の
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ

　
＠

な
い
。
ま
た
唐
代
の
中
頃
九
世
紀
初
め
元
種
の
作
で
あ
る
「
鶯
鶯
伝
」
は
、
中

国
の
恋
愛
小
説
の
代
表
と
い
え
る
作
品
で
あ
り
、
の
ち
に
こ
れ
を
も
と
に
し
て

創
作
さ
れ
た
「
西
席
記
」
が
あ
る
が
、
こ
の
二
作
品
を
見
て
も
、
該
当
す
る
描

写
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
中
国
の
宋
、
元
、
明
、
清
代
の
代
表
的
な

　
　
　
　
　
需
刀
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

小
説
の
管
見
に
及
ん
だ
限
り
に
お
い
て
も
、
類
似
の
描
写
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
と
な
る
と
、
”
忍
び
入
り
〃
の
場
面
に
お
け
る
”
四
季
揃
え
〃
は
、
『
戴
燈
新

話
』
の
「
洞
塘
奇
遇
記
」
に
独
特
な
趣
向
と
判
断
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
日
本
の
作
品
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
忍
び
入
り
の
場
面
の
四

季
揃
え
の
趣
向
は
、
『
弦
燈
新
話
』
の
「
洞
塘
奇
遇
記
」
に
拠
っ
た
も
の
と
判

断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
『
前
刀
燈
新
話
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
本
へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
多
く
論

ぜ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
澤
田
瑞
穂
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
日
本
へ
の
舶
載
は
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
遡
っ
て
室
町
時
代
、
文
明
十
四
年
ま
で
だ
と
一
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
な
ど

ご
く
一
部
の
禅
僧
と
い
う
知
識
層
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
影
響
と
し
て

最
も
よ
く
取
り
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
怪
異
小
説
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。

特
に
浅
井
了
意
の
『
伽
蝉
子
』
は
そ
の
筆
頭
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
『
浄
瑠

璃
姫
物
語
』
へ
の
こ
の
趣
向
の
影
響
を
認
め
る
な
ら
ば
、
『
伽
碑
子
』
成
立
の

寛
文
六
年
（
ニ
ハ
六
六
）
年
よ
り
か
な
り
以
前
に
、
お
そ
ら
く
室
町
末
期
か
江

戸
極
初
期
に
は
す
で
に
、
『
勢
燈
新
話
』
か
ら
趣
向
を
受
容
し
た
作
品
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

四
　
「
李
生
窺
培
傳
」

　
結
論
を
急
が
ず
、
こ
こ
で

こ
の
作
品
が
『
前
刀
燈
新
話
』

の
”
忍
び
入
り
〃

と
”
四
季
描
写
”

『
金
驚
新
話
』
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は

を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
作
品
で
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
「
金
寮
新
話
』
か
ら
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
へ

日
本
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
享
受
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ム
シ
ス
プ

　
「
金
煮
新
話
』
は
朝
鮮
朝
時
代
初
期
、
梅
月
堂
金
時
習
（
一
四
三
五
－
一
四

九
三
）
の
作
に
な
る
伝
奇
小
説
で
あ
る
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
三

十
一
歳
か
ら
三
十
七
歳
の
問
、
つ
ま
り
一
四
六
六
－
一
四
七
二
年
頃
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
作
品
は
『
戴
燈
新
話
』
の
伝
来
後
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
創
作
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
の
作
品
の
独
創
性
と
卓
抜
さ
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

究
が
多
く
備
わ
っ
て
い
る
。
中
国
の
地
で
『
勢
燈
新
話
』
が
出
た
あ
と
す
ぐ
に
、

朝
鮮
で
も
大
い
に
愛
好
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
ど
な
く
そ
の
影
響
を
受
け

て
創
作
さ
れ
た
の
が
『
金
賛
新
話
』
で
あ
っ
た
。

　
『
金
寮
新
話
』
は
、
壬
辰
倭
乱
（
文
禄
の
役
）
の
頃
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
た

　
　
　
　
ゆ

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
江
戸
初
期
の
承
応
二
年
（
ニ
ハ
五
三
）
に
は
、
初
め
て

和
刻
本
が
出
さ
れ
、
す
ぐ
に
萬
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
は
そ
の
改
刻
本
が
、

そ
し
て
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
に
は
後
刷
本
も
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合

に
、
そ
の
江
戸
初
期
に
お
け
る
需
要
の
大
き
さ
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
な
っ
て
も
再
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
俗

称
「
大
塚
本
」
の
序
文
に
は
、
『
勢
燈
新
話
』
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
と
い

う
賛
美
と
批
評
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
、
こ
の
作
品
が
日
本
の
地
で
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
充
分
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
金
寮

新
話
』
は
、
日
本
で
流
布
し
享
受
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
『
金
寮
新
話
』
は
、
残
念
な
が
ら
今
日
五
篇
の
作
品
し
か
伝
わ
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

な
い
。
そ
の
う
ち
の
一
篇
「
李
生
窺
培
傳
」
は
、
こ
れ
ま
で
，
勢
燈
新
話
」
と

の
比
較
に
お
い
て
は
「
洞
塘
奇
遇
記
」
と
並
べ
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で

問
題
と
す
る
趣
向
の
有
無
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
「
李
生
窺
堵
傳
」
が

浮
上
し
て
き
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
従
来
、
主
に
い
わ
ゆ
る
冥
婚
謂
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
の
側
面
か
ら
多
く
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
冥
婚
と
し
て
の
物
語
は
、
む

し
ろ
後
半
部
に
お
い
て
展
開
し
、
作
品
を
貫
く
主
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
半

の
恋
愛
物
語
の
と
こ
ろ
に
は
、
男
女
の
出
逢
い
か
ら
契
り
に
至
る
過
程
が
、
拝

情
豊
か
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
箇
所
に
は
”
忍
び
入
り
〃
と
”
四
季
描
写
〃

の
趣
向
が
し
か
と
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
男
性
主
人
公
李
生
は
、
寒
微
な
が
ら
も
風
流
な
書
生
で
あ
っ
た
。
彼
が
国
学

へ
通
う
道
に
名
門
巨
族
の
崔
氏
の
屋
敷
が
あ
り
、
あ
る
日
そ
の
堵
の
内
を
か
い

ま
見
、
娘
を
見
染
め
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
契
り
ま
で
の
物
語
の
展
開
を
、
先

の
「
沼
塘
奇
遇
記
」
と
同
様
に
し
て
示
し
て
み
よ
う
。

　
　
１
　
李
生
は
培
か
ら
中
を
か
い
ま
見
、
崔
娘
を
見
染
め
る
。

　
　
２
　
李
生
は
詩
を
中
に
投
げ
入
れ
、
娘
は
返
詩
を
投
げ
も
ど
す
。

　
　
３
　
宵
に
な
り
、
李
生
は
娘
の
家
の
培
を
越
え
中
へ
と
忍
び
入
る
。

　
　
４
　
李
生
と
娘
の
詩
の
唱
和
。

　
　
５
　
楼
の
な
か
の
調
度
品
、
壁
に
か
け
ら
れ
た
二
点
の
画
と
詩
。

　
　
６
　
壁
に
貼
ら
れ
た
四
時
景
の
詩
四
幅
。

　
　
７
　
契
り
。



と
な
る
。
側
の
部
分
の
堵
を
越
え
て
屋
敷
内
へ
と
入
る
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、

李
相
澤
氏
は
、
李
朝
時
代
の
古
典
小
説
に
ま
ま
見
ら
れ
る
趣
向
で
”
越
培
潜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

入
〃
と
称
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
日
本
で
い
う
”
忍
び
入
り
一
に
あ

た
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
に
も

　
　
見
染
め
↓
忍
び
入
り
↓
契
り

の
物
語
展
開
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
忍
び
入
り
の
場
面
に
は
、
刷
の
調

度
品
描
写
と
旧
の
壁
の
四
時
景
の
描
写
と
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
渇
塘
奇
遇
記
」

に
類
似
の
趣
向
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
類
似
点
ば
か
り
で
な
く
相
違
点
も
あ
る
。
特
に
…
で
の
出
逢
い
と

見
染
め
の
方
法
は
看
過
で
き
な
い
。
本
文
に
そ
れ
は
「
窺
埼
内
」
と
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

道
春
訓
難
で
は
、
す
な
わ
ち
林
罹
山
は
「
埼
ノ
内
ヲ
、
カ
イ
マ
ミ
ル
ニ
」
と
訓

じ
て
い
る
。
つ
ま
り
培
か
ら
屋
敷
の
中
を
か
い
ま
見
て
、
女
性
を
見
染
め
る
と

い
う
趣
向
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
向
と
｝
の
男
女
の
詩
の
交
換
・

唱
和
が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
は
、
「
沼
塘
奇
遇
記
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
新
た
な
趣
向
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
『
金
驚
新
話
』
の
独
創
性

と
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
論
点
で
あ
る
”
忍
び
入

り
”
と
”
四
季
描
写
”
に
あ
た
る
旧
と
旧
に
つ
い
て
、
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

　
さ
て
、
宵
に
な
っ
て
、
李
生
は
崔
娘
の
屋
敷
の
培
を
乗
り
越
え
て
、
中
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
一
，
一

忍
び
入
っ
た
が
、
さ
ら
に
李
生
は
、
娘
に
つ
い
て
梯
を
昇
っ
て
楼
へ
と
至
る
。

　
　
　
　
　
需
刀
燈
新
話
』
と
『
金
賓
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

楼
の
う
ち
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
（
テ
キ
ス
ト
は
天
理
図
書

　
ゆ

館
本
に
よ
る
。
）

　
５
－

文
房
几
案
　
極
其
濟
楚

一
壁
展
煙
江
埋
障
圖
　
幽
篁
古
木
圖

也
題
詩
其
上
　
詩
不
知
何
人
所
作
　
其
一

　
何
人
筆
端
有
饒
力
　
嘉
此
江
心
千
畳
山

　
紗
姻
雲
問
（
後
略
）

其
二
日
（
以
下
詩
文
略
）

日
壮
哉
方
壼
三
萬
丈

皆
名
董

ｊ６廿

半
出
繧

一
壁
貼
四
時
景
　
各
四
首

饅
極
精
妖

其
一
幅
日

其
二
幅
日

其
三
幅
日

其
四
幅
日

（
詩
文
略
）

（
詩
文
略
）

（
詩
文
略
）

（
詩
文
略
）

亦
不
知
其
何
人
所
作
　
其
筆
則
募
松
雪
真
字

」７｛

一
傍
別
有
小
室
一
厘
　
帳
褥
衰
枕
亦
甚
整
麗

帳
外
塾
碍
膀
燃
蘭
膏
　
炎

　
　
煙
映
徹
－
光
如
白
書
　
生
與
女
極
其
情
歓

　
棲
内
に
置
か
れ
て
い
る
調
度
品
、
文
房
道
具
の
た
ぐ
い
は
、
済
楚
を
極
め
て

い
る
と
あ
る
。
（
付
線
旧
）
こ
の
文
房
具
調
度
の
描
写
は
「
渇
塘
奇
遇
記
」
に

く
ら
べ
る
と
簡
潔
で
あ
る
が
、
っ
づ
い
て
の
壁
の
図
（
題
詩
の
あ
る
名
画
）
と

詩
は
「
渇
塘
奇
遇
記
」
に
は
な
く
、
壁
の
名
画
に
つ
い
て
、
「
方
壼
」
の
語
や

「
看
幻
神
三
昧
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
神
仙
的
雰
囲
気
の
た
だ
よ
う
水
墨
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
『
勢
燈
新
話
』
と
「
金
煮
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
へ

で
あ
る
ら
し
く
、
忍
び
入
っ
た
槙
（
娘
の
部
屋
）
を
神
仙
的
に
描
こ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
最
も
重
要
な
の
は
、
側
の
壁
に
貼
ら
れ
た
「
四
時
景
」
で
あ

る
。　

　
一
方
の
壁
に
は
四
時
の
景
に
各
々
四
首
を
貼
り
、
之
も
何
人
の
作
っ
た
も

　
　
の
で
あ
る
か
分
ら
ぬ
。
其
の
筆
は
松
雪
の
真
字
を
も
し
、
字
優
は
精
研
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
極
め
て
居
つ
た
。
其
の
一
幅
に
…
…
（
略
）

　
つ
ま
り
そ
れ
は
「
四
時
」
（
春
夏
秋
冬
）
の
「
景
」
（
景
色
）
を
描
く
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
壁
の
詩
四
幅
の
描
写
が
続
く
の
で
あ
る
が
、

注
意
し
た
い
の
は
、
壁
の
詩
に
つ
い
て
「
洞
塘
奇
遇
記
」
で
は
単
に
「
壁
上
貼

金
花
賎
四
幅
　
題
詩
干
上
」
と
す
る
が
、
「
李
生
窺
培
惇
」
で
は
右
の
よ
う
に

二
壁
貼
四
時
景
　
各
四
首
」
と
あ
っ
て
、
四
季
の
景
色
で
あ
る
こ
と
を
い
う

”
四
時
景
”
の
語
を
タ
イ
ト
ル
に
明
確
に
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
第
一

幅
は

　
　
其
一
幅
日

　
　
芙
蓉
帳
暖
香
如
綾
　
窓
外
罪
罪
紅
杏
雨

　
　
棲
頭
残
夢
五
更
鍾
　
百
舌
喘
在
幸
夷
鳩

　
　
燕
子
日
長
閉
閤
深
　
獺
來
無
語
停
金
針

　
　
花
底
隻
隻
蚊
蝶
飛
　
争
趣
落
花
庭
院
陰

　
　
蚊
寒
輕
透
線
羅
裳
　
空
封
春
風
暗
断
腸

一
二

　
　
脈
脈
此
情
誰
料
等
　
百
花
叢
裏
舞
鴛
篶

　
　
春
色
深
蔵
黄
四
家
　
深
紅
淺
線
映
窓
紗

　
　
一
庭
芳
草
春
心
苦
　
輕
掲
珠
簾
看
落
花

で
あ
り
、
芙
蓉
、
紅
杏
、
蝶
、
鴛
篶
、
春
色
、
春
心
と
い
っ
た
語
句
だ
け
を
見

て
も
、
春
の
季
節
を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
下
の
三
幅
も
ふ

く
め
て
、
四
季
を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
第
一
幅
・
：
芙
蓉
、
紅
杏
、
百
舌
、
燕
子
、
蝶
、
鴛
鴛
、
春
色
、
春
心

　
　
第
二
幅
…
南
園
、
燕
、
石
榴
花
、
黄
梅
、
青
杏
、
南
軒
、
顔
し
（
鵜
）

　
　
第
三
幅
…
秋
風
、
秋
露
、
秋
月
、
秋
水
、
雁
、
新
霜
、
蟻
蜂
（
こ
お
ろ

　
　
　
　
　
ぎ
）

　
　
第
四
幅
…
霜
、
雪
、
氷
河
、
霜
風
、
北
林
、
寒
鳥

な
ど
の
、
各
詩
文
に
見
え
る
語
を
い
く
っ
か
挙
げ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
四
幅
の
詩
が
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
描
く
様
式
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、

先
の
「
洞
塘
奇
遇
記
」
と
共
通
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
季
節
を
あ
ら
わ
す
こ

れ
ら
の
語
の
な
か
に
は
、
第
一
幅
の
”
春
”
、
第
二
幅
の
”
南
”
、
第
三
幅
で
の

”
秋
〃
そ
し
て
第
四
幅
の
”
北
〃
な
ど
の
よ
う
に
、
五
行
思
想
で
の
方
位
と
季

節
と
が
あ
わ
せ
て
見
え
て
お
り
、
方
位
に
対
応
し
て
季
節
を
描
こ
う
と
す
る
文

学
的
意
図
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
も
「
洞
塘
奇
遇
記
」
の
四
幅
の
詩
と
の
相

違
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
と
も
あ
れ
、
男
性
主
人
公
李
生
は
、
忍
び
入
っ
た
崔
娘
の
部
屋
（
棲
）
の
壁



に
四
季
の
画
と
詩
を
眺
め
見
る
と
い
う
趣
向
は
、
「
洞
塘
奇
遇
記
」
か
ら
探
り

入
れ
て
、
一
歩
す
す
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
忍
び
入
っ
た
部
屋
の
中
に
四
季
を
描
く
こ
の
方

法
は
、
『
勢
燈
新
話
』
の
「
滑
塘
奇
遇
記
」
に
始
発
し
、
明
代
人
の
心
を
と
ら

え
大
変
な
人
気
を
博
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
朝
鮮
の
地
に
お
い
て
も
愛
好
さ
れ
、

当
代
き
っ
て
の
奇
才
の
文
士
で
あ
っ
た
梅
月
堂
金
時
習
に
よ
っ
て
、
「
李
生
窺

培
傳
」
と
い
う
作
品
の
な
か
に
、
装
い
あ
ら
た
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。五

　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
、
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
と
『
春
香
伝
』
に
見
ら
れ
た
”
忍
び
入
り
〃

と
”
四
方
揃
え
”
の
趣
向
の
原
拠
が
、
中
国
の
『
菊
燈
新
話
』
の
「
沼
塘
奇
遇

記
」
と
、
朝
鮮
の
『
金
議
新
話
』
の
「
李
生
窺
堵
傳
」
に
見
い
だ
せ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。
ま
た
そ
の
趣
向
が
二
つ
の
作
品
に
お

い
て
ど
う
相
違
す
る
の
か
に
っ
い
て
も
若
干
の
指
摘
を
行
っ
た
。

　
今
問
題
を
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
に
限
る
な
ら
ば
、
一
体
、
そ
の
原
拠
は
「
渇

塘
奇
遇
記
」
の
方
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
渦
塘
奇
遇
記
」
と
「
李
生
窺
培

俸
」
の
両
方
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
い
く
っ
か
の
段
階
を
ふ
ん
だ
よ
り
詳
細
な
考
察
が
必
要
と
な
っ
て
く

る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
伝
本
の
豊
富
な
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
諸
本
に
お

　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
『
金
賛
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

け
る
当
該
詞
章
の
様
相
を
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
結
果
を
ふ
ま
え
た
後
に
、
『
勢
燈
新
話
』
や
『
金
赦
魚
新
話
』
の
舶
載
し

た
室
町
後
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
、
中
国
本
や
朝
鮮
本
の
日
本
で

の
受
容
に
っ
い
て
明
か
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
ル
ー
ト
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
の
問
題
も
解
明
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
日
本
で
の
和
様
化
の
実
相
も
自
然

と
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
続
稿
に
お
い
て
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

注
¢
拙
稿
「
韓
日
語
り
物
文
芸
に
お
け
る
物
揃
え
－
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物

　
語
』
の
比
較
か
ら
」
『
同
志
社
国
文
学
－
三
四
号
、
一
九
九
一
。
「
『
春
香
伝
』
と

　
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写
－
四
方
四
季
を
め
ぐ
っ
て
」
『
『
同
志
杜
国
文
学
－

　
三
六
号
、
一
九
九
二
。

　
　
た
と
え
ば
韓
国
ソ
ウ
ル
大
学
校
国
語
国
文
学
科
の
金
燗
國
教
授
は
ア
ル
バ
ー
ト
・

　
ロ
ー
ド
の
理
論
を
パ
ン
ソ
リ
に
適
用
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
口
碑
叙
事
詩
と
し
て

　
見
た
パ
ン
ソ
リ
辞
説
の
構
成
方
式
」
『
韓
国
学
報
』
二
七
輯
、
一
九
八
二
。

　
　
信
多
純
一
氏
は
「
浄
瑠
璃
本
の
挿
絵
」
（
『
図
説
日
本
の
古
典
・
近
松
門
左
衛
門
』

　
集
英
社
、
一
九
八
九
、
一
四
六
頁
）
で
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
展
開
を
こ
の
よ
う
に

　
示
さ
れ
て
い
る
。

＠
徳
田
和
夫
氏
は
四
方
四
季
の
障
子
絵
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
四

　
方
四
季
の
風
流
」
『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
昭
六
一
二
。

　
前
稿
に
同
じ
。
森
武
之
助
氏
翻
刻
解
題
『
十
二
段
草
子
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
七
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



需
刀
燈
新
話
』
と

『
金
煮
新
話
－
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
へ

　
引
用
本
文
に
は
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。

＠
　
注
０
庭
園
描
写
の
拙
稿
で
、
西
方
の
景
観
に
極
楽
浄
土
を
描
い
た
庭
園
描
写
に
つ

　
い
て
指
摘
し
た
。

¢
金
東
旭
氏
他
『
春
香
伝
比
較
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
三
英
社
、
一
九
七
九
。
原
文
は

　
「
春
香
伝
写
本
選
集
１
』
明
知
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
。
引
用
は
拙
訳
に
よ
る
。

＠
朝
鮮
朝
時
代
に
は
一
」
う
し
た
絵
が
好
ま
れ
、
水
墨
画
や
刺
繍
な
ど
が
壁
絵
、
屏
風
、

　
掛
け
軸
の
形
態
で
部
屋
を
か
ざ
っ
た
。

＠
　
四
壁
図
辞
説
に
つ
い
て
は
、
注
¢
や
田
耕
旭
氏
の
『
春
香
傳
の
辞
説
形
成
原
理
』

　
（
高
麗
大
学
校
民
俗
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
）
に
考
察
が
あ
る
が
、
『
菊
燈
新
話
－

　
の
趣
向
と
の
関
連
か
ら
の
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。

＠
　
こ
こ
で
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
に
か
か
る
『
勢
燈
新
話
句
解
』

　
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
『
菊
燈
新
話
』
は
「
句
解
』
本
で
享
受
さ
れ
て
い
た
。
（
山

　
口
剛
氏
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
）

◎＠＠＠＠＠＠
飯
塚
朗
氏
訳
『
前
刀
燈
新
話
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
昭
四
〇
。

注
０
に
同
じ
。
五
二
頁
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
田
幸
一
氏
、
小
島
憲
一
氏
に
精
細
な
研
究
が
あ
る
。

　
八
木
沢
元
氏
『
遊
仙
窟
全
講
』
増
訂
版
、
明
治
書
店
、
昭
五
〇
、
一
一
頁
。

　
た
だ
、
屋
敷
へ
入
る
と
こ
ろ
で
は
”
屋
敷
ぼ
め
〃
と
も
い
え
る
一
文
が
あ
り
注
目

さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

　
「
前
刀
燈
新
話
の
舶
載
年
代
」
『
中
国
文
学
月
報
』
三
五
号
。

　
韓
国
で
『
金
煮
新
話
』
に
関
す
る
論
著
は
大
変
な
数
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
，
蒐

燈
新
話
－
と
『
伽
蝉
子
』
と
の
比
較
論
の
も
の
に
、
韓
栄
換
氏
「
「
金
驚
新
話
」
の

比
較
文
学
的
研
究
」
（
慶
熈
大
学
校
博
士
論
文
、
一
九
八
四
、
の
ち
「
韓
・
中
・
日

小
説
の
比
較
研
究
』
正
音
社
、
一
九
八
五
）
が
あ
る
。
日
本
語
に
よ
る
研
究
に
鄭
埼

鏑
氏
「
「
金
煮
新
話
」
と
「
伽
蝉
子
」
に
お
け
る
受
容
の
様
態
」
『
朝
鮮
学
報
』
六
八

輯
が
あ
る
。
ま
た
大
谷
森
繁
氏
の
「
景
印
『
道
春
訓
鮎
金
蕉
新
話
』
解
題
」
（
『
朝
鮮

　
学
報
』
一
二
一
輯
）
は
和
刻
本
や
作
者
金
時
習
に
つ
い
て
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

　
る
。

ゆ
　
注
＠
大
谷
氏
の
解
題
参
照
。

＠
　
た
と
え
ば
梨
花
女
子
大
学
校
国
語
国
文
学
科
の
李
慧
淳
教
授
の
「
金
煮
新
話
に
表

　
れ
た
人
鬼
交
歓
小
説
の
類
型
的
考
察
」
（
『
李
崇
寧
先
生
古
稀
紀
念
国
語
国
文
学
論

　
叢
』
一
九
七
七
、
塔
出
版
社
）
は
す
ぐ
れ
た
論
考
で
あ
る
。

ゆ
　
韓
国
ソ
ウ
ル
大
学
校
国
語
国
文
学
科
・
李
相
澤
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
。
ち
な
み

　
に
作
品
「
僕
美
奇
逢
」
は
、
こ
の
”
越
培
潜
入
”
の
趣
向
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。

＠
　
天
理
大
学
図
書
館
蔵
本
「
金
煮
新
話
－
（
注
＠
　
景
印
本
、
一
七
七
頁
）
参
照
。

ゆ
注
ゆ
。

ゆ
　
『
金
流
新
話
－
の
日
本
語
訳
は
天
民
散
史
の
も
の
が
最
も
早
い
。
（
，
朝
鮮
－
一
四

　
〇
号
、
一
九
二
七
、
一
月
号
）
最
近
鴻
農
映
二
氏
に
よ
る
訳
が
出
た
（
『
韓
国
古
典

　
文
学
選
』
第
三
文
明
社
、
一
九
九
〇
）
が
、
意
訳
・
抄
訳
の
と
こ
ろ
が
ま
ま
あ
り
、

　
こ
こ
で
は
原
文
に
よ
り
近
い
と
思
わ
れ
る
前
訳
に
よ
っ
た
。

ゆ
　
注
ゆ
の
鴻
農
氏
は
「
屋
根
裏
部
屋
」
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
原
文
は
「
棲
」
（
楼
）

　
で
あ
り
、
原
文
の
意
味
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
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