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

　
　
　
　
　
”
忍
び
入
り
〃
と
”
四
方
四
季
〃
の
趣
向

（
続
）

邊
　
　
　
　
　
恩

田

前
稿
を
う
け
て

　
す
で
に
先
学
の
調
査
研
究
が
そ
な
わ
る
よ
う
に
、
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
伝

本
に
は
、
絵
巻
あ
り
奈
良
絵
本
あ
り
、
古
活
字
本
、
写
本
、
正
本
に
整
版
本
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

じ
つ
に
多
種
多
様
で
そ
の
数
も
多
い
。
前
稿
一
本
誌
三
九
号
一
で
は
そ
の
う
ち

の
奈
良
絵
本
「
十
二
段
草
子
」
を
と
り
あ
げ
て
”
四
方
障
子
の
絵
揃
え
一
に
っ

い
て
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
今
日
に
伝
わ
っ
て

い
る
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
諸
伝
本
を
ひ
ろ
く
あ
た
っ
て
み
る
と
、
忍
び
入
り

の
場
面
に
”
四
方
障
子
の
絵
揃
え
”
の
一
文
を
有
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
趣
向
は
、

前
稿
で
取
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
核
と
な
る
重
要
な
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
伝
本
の
存
在
が
あ
る
こ
と
は
看

過
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
こ
の
こ
と
は
深
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
一

た
が
、
”
忍
び
一
と
”
四
季
揃
え
一
の
趣
向
そ
の
も
の
の
成
立
と
展
開
を
解
き

あ
か
す
う
え
で
非
常
に
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
。
以
下
ま
ず
こ
れ
に
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」

　
ま
ず
主
要
伝
本
に
つ
い
て
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
本
文
と
挿
絵
一
絵
一

の
有
無
、
方
位
順
な
ど
に
っ
い
て
項
目
を
た
て
て
、
そ
の
異
同
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、
表
１
の
よ
う
に
な
っ
た
。

表
１
　
　
※
「
一
な
し
一
」
と
あ
る
の
は
伝
本
そ
の
も
の
に
絵
が
な
い
こ
と
を
示
す
。

伝
本

東
大
古
活
字
版
本

（
東
大
図
書
館
蔵
）
慶
長
頃

四
方
障
子
の
絵
揃
え

本
文

な
し

挿
絵

な
し



『
菊
燈
新
話
』
と

『
金
驚
新
話
』
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

　
北
海
道
大
学
本
　
写
本
　
江
戸
初

な
し

（
な
し
）

　
関
川
本
　
奈
良
絵
本
　
江
戸
初

不
明
（
欠
文
の
為
）

な
し

Ａ

＠
正
保
三
年
刊
本
（
京
都
大
学
蔵
）

な
し

な
し

　
寛
文
江
戸
版
本
（
赤
木
文
庫
蔵
）

な
し

あ
り
図
３

＠
十
二
段
草
子
（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
）
室
町
末
江
戸
初

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北

な
し

¢
天
理
図
書
館
本
（
六
段
）
奈
良
絵
本
室
町
末
江
戸
初

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北
＠
と
同
文

な
し

Ｂ

＠
天
理
図
書
館
本
（
十
二
段
）
奈
良
絵
本
　
慶
長
頃

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北
＠
と
同
文

な
し

　 赤
木
甲
絵
巻
　
室
町
末

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北

な
し

Ｃ

＠ 赤
木
乙
絵
巻
　
室
町
末

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北
＠
と
同
文

あ
り
図
１

ｏ
大
鳥
本
絵
巻
　
江
戸
初

（
段
名
な
し
）
東
南
西
北
　
と
同
文

あ
り

Ｄ

＠ 絵
巻
「
上
瑠
璃
」
　
寛
永
後
半
頃

「
四
季
の
段
」
東
南
西
北

あ
り
図
２

＠
は
ん
き
や
又
右
衛
門
刊
本
　
江
戸
寛
文
初
年

「
四
き
の
ち
や
う
」
東
南
西
北
＠
と
同
文

な
し

一
一

Ｅ

＠
山
岸
文
庫
本
（
九
段
）

　
写
本
　
元
禄
頃

班
山
文
庫
本
（
八
段
）

　
安
永
四
年
奥
書
写

「
四
季
の
て
う
」

東
南
西
北
　
＠
と
同
文

「
四
季
の
て
う
」

東
南
西
北
　
＠
と
同
文

（
な
し
）

（
な
し
）

　
表
に
み
る
よ
う
に
、
Ａ
の
伝
本
に
は
す
べ
て
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
本

文
が
な
い
が
、
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｅ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
す
べ
て
そ
の
本
文
が
見
え

て
い
る
。
年
代
か
ら
み
れ
ば
、
Ａ
の
Ｏ
は
慶
長
頃
に
刊
行
さ
れ
た
絵
入
り
の
古

活
字
版
本
で
あ
り
、
Ｄ
は
寛
永
後
半
頃
の
成
立
、
そ
し
て
Ｄ
の
本
文
を
そ
の
ま

ま
受
け
継
い
だ
Ｅ
は
、
寛
文
初
め
以
降
の
成
立
に
な
る
。
と
な
る
と
順
当
に
考

え
れ
ば
、
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
に
は
も
と
も
と
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
趣

向
は
な
か
っ
た
が
、
い
つ
の
時
期
に
か
、
そ
れ
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
判
断
が
つ
く
。

　
そ
し
て
そ
の
時
期
が
い
つ
か
に
つ
い
て
は
、
無
刊
記
の
も
の
が
多
く
想
定
が

難
し
い
が
、
本
文
を
も
つ
Ｂ
の
各
本
が
室
町
末
期
、
慶
長
頃
の
成
立
と
さ
れ
、

Ｃ
の
う
ち
最
古
本
の
甲
絵
巻
も
室
町
末
期
成
立
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
室

町
末
期
頃
に
は
当
該
趣
向
が
語
ら
れ
て
い
た
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
と
な
る
と
、
本

文
を
も
た
な
い
Ａ
の
最
古
版
で
あ
る
０
（
慶
長
頃
成
立
）
と
そ
う
離
れ
な
い
時

期
に
こ
の
趣
向
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
は
、
室
町
末
期
．
慶
長
頃
の

「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
に
は
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
趣
向
を
有
す
る
も
の
と
、

欠
く
も
の
と
の
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
つ
の



系
統
の
う
ち
、
趣
向
を
も
っ
方
が
優
勢
と
な
っ
た
こ
と
は
、
後
の
Ｄ
か
ら
Ｅ
に

か
け
て
の
伝
本
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
本
文
を
詳
細
に
比
較
す
る
と
、
Ｄ
と
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
同
文
を
示
す
Ｅ
に
対
し
て
、
Ｂ
と
Ｃ
は
そ
れ
と
は
異

な
る
行
文
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
Ｂ
・
Ｃ
で
特
に
注
意
し
た
い
の

は
、
東
南
西
北
の
方
位
順
に
あ
げ
る
本
文
に
、

　
　
東
を
春
の
柳
、
ち
そ
く
を
ま
し
え
、
南
枝
北
枝
の
梅
…
　
春
の
て
い
と
そ
、

　
　
見
え
た
り
け
る
。
南
を
夏
と
、
眺
む
れ
ば
…
　
西
を
は
る
か
に
、
眺
む
れ

　
　
ば
…
　
北
を
は
る
か
に
、
眺
む
れ
ば
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＠
の
場
合
。
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
）

　
　
東
を
、
か
へ
り
て
、
見
給
ふ
に
、
春
の
色
か
と
、
う
ち
見
え
て
…
　
南
を

　
　
見
給
へ
は
、
夏
の
て
い
か
と
、
う
ち
見
え
て
…
　
西
を
か
へ
り
て
、
見
給

　
　
ふ
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
の
場
合
。
漢
字
を
あ
て
た
）

の
よ
う
に
、
”
障
子
の
絵
”
だ
と
は
っ
き
り
示
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の

詞
章
を
、
障
子
以
外
の
庭
園
描
写
や
龍
宮
な
ど
の
異
界
描
写
に
通
用
し
て
も
、

な
ん
ら
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
＠
か
ら
＠

で
は
、

　
　
ま
ず
東
の
障
子
に
か
い
た
る
絵
は
春
の
て
い
か
と
う
ち
見
え
て
…
、
南
の

　
　
障
子
に
か
い
た
る
絵
は
夏
の
て
い
か
と
打
み
え
て
…

と
あ
っ
て
、
明
確
に
”
障
子
の
絵
”
と
指
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
比
べ

　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
）

て
見
る
と
、
Ｂ
や
Ｃ
の
伝
本
の
も
の
は
、
過
渡
期
的
な
行
文
を
示
す
も
の
と
見

て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

　
過
渡
的
特
徴
は
、
標
題
（
段
名
）
に
も
表
れ
て
い
る
。
Ｂ
に
は
「
二
た
ん
」

と
あ
り
、
Ｃ
に
は
コ
一
た
ん
め
」
と
あ
る
だ
け
で
段
名
が
な
い
の
に
対
し
、
Ｄ

で
は
「
四
季
の
段
」
、
Ｅ
の
＠
は
「
四
き
の
ち
や
う
」
、
＠
＠
は
「
四
季
の
て

う
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
名
が
標
題
に
出
し
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
（
標
題
）
の
な
い
も
の
は
、
古
い
形
態
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
過
渡
期
的
特
徴
は
、
絵
巻
＠
の
絵
に
お
い
て
も
読
み
取
れ
る
。
同
じ

古
絵
巻
で
も
　
よ
り
あ
と
の
成
立
と
さ
れ
る
＠
の
場
合
、
そ
の
絵
は
、
図
１
に

見
る
よ
う
に
、
「
右
方
、
戸
を
開
け
て
廊
に
入
ろ
う
と
す
る
御
曹
司
が
描
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
央
に
半
蔀
と
画
壁
、
春
・
夏
・
秋
の
景
と
冬
の
景
の
一
部
分
の
描
か
れ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

絵
で
あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
四
季
を
描
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
”
四
方
に
あ
る
障

子
の
絵
”
を
あ
ら
わ
し
た
図
柄
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
あ
と
で
取
り
あ
げ
る
図

２
、
図
３
に
比
べ
る
と
、
趣
向
の
絵
画
化
と
し
て
は
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、
や
は

り
絵
も
ま
た
本
文
に
相
応
し
た
過
渡
的
な
形
態
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

＠
の
絵
巻
の
成
立
は
「
慶
長
、
元
和
こ
ろ
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ

の
当
該
趣
向
は
、
ま
だ
揺
れ
動
く
状
態
で
、
定
着
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
過
渡
的
状
況
か
ら
脱
け
出
て
、
趣
向
の
絵
画
化
を
み

ご
と
に
成
し
と
げ
た
の
は
、
＠
の
絵
巻
「
上
瑠
璃
」
で
あ
っ
た
。
図
２
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



『
前
刀
燈
新
話
』
と

『
金
驚
新
話
』
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

（
続
）

図
－
　
赤
木
文
庫
蔵
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
絵
巻
』

図
２
　
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
蔵

『
絵
巻
上
瑠
璃
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

絵
で
あ
る
。

　
岩
佐
又
兵
衛
（
一
五
七
八
－
一
六
五
〇
）
に
よ
り

（
あ
る
い
は
彼
の
工
房
に
よ
っ
て
）
描
か
れ
た
こ
の
絵

巻
は
、
そ
の
絢
燗
豪
華
さ
に
お
い
て
他
の
「
浄
瑠
璃
姫

物
語
」
伝
本
を
よ
せ
つ
け
な
い
。
そ
の
美
術
史
上
の
位

置
や
又
兵
衛
の
絵
巻
の
特
徴
に
つ
い
て
は
辻
惟
雄
氏
に

　
　
　

詳
し
い
が
、
そ
の
絵
は
「
屋
敷
内
の
十
枚
程
の
障
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
各
季
節
の
景
が
て
い
ね
い
に
描
か
れ
」
て
お
り
、
御

曹
司
は
部
屋
の
中
央
に
た
た
ず
み
、
驚
き
の
表
情
で
眺

図
３
　
赤
木
文
庫
蔵
『
絵
入
十
二
た
ん
さ
う
し
』



め
る
と
い
う
図
柄
に
な
っ
て
い
る
。

　
御
曹
司
が
浄
瑠
璃
姫
の
部
屋
に
忍
び
入
る
場
面
に
お
か
れ
た
こ
の
絵
は
、
い

う
な
ら
ば
”
忍
び
入
り
の
四
季
揃
え
〃
を
あ
ら
た
な
図
柄
と
し
て
捉
え
て
描
き
、

そ
の
表
現
効
果
を
託
し
た
絵
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
「
四

方
障
子
の
絵
揃
え
」
は
、
絵
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
趣
向
と
し
て
完
成
の
域

に
達
し
た
と
い
っ
て
過
一
言
で
は
な
い
。

三
　
本
文
と
挿
絵
の
齪
齢

　
と
こ
ろ
で
、
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
に
は
本
来
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
趣

向
が
な
く
、
あ
と
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
傍
証
す
る
興
味
深
い

事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
Ａ
の
　
の
伝
本
に
お
け
る
本
文
と
挿
絵
と
の
齪
館
で
あ

る
。　

Ａ
に
あ
げ
た
各
本
は
同
系
統
に
属
す
る
が
、
こ
の
う
ち
¢
が
最
も
古
い
伝
本

（
慶
長
十
三
年
以
後
の
刊
行
と
さ
れ
る
）
で
あ
っ
て
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」

の
本
文
が
な
い
た
め
挿
絵
が
な
い
の
も
当
然
と
理
解
で
き
、
＠
の
正
保
三
年
刊

本
に
も
挿
絵
が
な
か
っ
た
が
、
　
の
寛
文
頃
の
江
戸
版
に
は
、
不
思
議
に
も
そ

の
挿
絵
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
３
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
図
３
は
、
浄
瑠
璃
姫
の
屋
敷
内
へ
と
忍
び
入
っ
た
御
曹
司
が
、
四
季
を
描
い

た
四
方
の
障
子
に
囲
ま
れ
て
た
た
ず
む
様
子
を
描
い
た
絵
で
あ
る
。
御
曹
司
の

や
や
驚
い
て
見
入
る
よ
う
な
さ
ま
が
上
品
な
筆
づ
か
い
の
な
か
に
描
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
『
勤
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
）

る
が
、
本
文
に
は
な
い
挿
絵
が
置
か
れ
る
と
い
う
齪
鯖
が
生
じ
て
い
る
。
っ
ま

り
　
は
、
慶
長
頃
の
流
布
本
で
あ
る
¢
の
本
文
を
引
き
っ
ぎ
っ
っ
も
、
挿
絵
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
絵
を
取
り
込
ん
だ
こ
と

に
な
る
。
一
体
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
徳
田
和
夫
氏
は
、
こ
の
寛
文
版
の
挿
絵
に
つ
い
て
示
唆
に
と
む
事
実
を
報
告

　
　
　
　
＾
し

さ
れ
て
い
る
。
吹
上
の
段
に
お
け
る
一
挿
絵
が
、
本
文
と
齪
鰭
す
る
別
個
の
絵

柄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
「
通
行
本
か
ら
、
あ
ら
た
に
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
８
一

を
起
こ
し
た
時
に
別
系
統
の
本
文
や
伝
承
が
絵
様
と
な
っ
て
表
出
し
た
」
も
の

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
と
同
じ
現
象
が
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
箇
所
に
も
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
こ
う
し
た
齪
離
は
、
当
時
す
で
に
四
季
の
障
子
絵
の
趣
向
が
お
お
い

に
好
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
挿
絵
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
版
元
サ

イ
ド
の
事
情
も
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
先
に
の
べ
た
二
つ
の
系
統
か
ら
す

れ
ば
、
趣
向
を
欠
い
て
い
た
一
方
が
、
他
の
系
統
の
影
響
を
う
け
て
、
詞
章
レ

ベ
ル
で
は
な
く
て
挿
絵
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
以
上
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
趣
向
は
、

お
そ
ら
く
室
町
末
期
慶
長
頃
か
ら
元
和
ま
で
に
、
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
に
取
り

入
れ
ら
れ
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
趣
向
の
絵
画
化
が
成
立
し

た
の
は
、
元
和
か
ら
『
絵
巻
　
上
瑠
璃
』
の
成
立
年
代
と
も
く
さ
れ
る
寛
永
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
扁
刀
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
－
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
へ
（
続
）

　
＠

半
頃
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
四
方
四
季
の
描
写
は
、
こ
の
寛
永
を
前
後
す
る
時
代
と
関
わ
り

が
深
い
よ
う
で
あ
る
。
お
伽
草
子
「
釈
迦
の
本
地
」
に
も
、
四
方
四
季
の
趣
向

を
も
つ
伝
本
と
も
た
な
い
伝
本
と
が
あ
っ
て
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
写
本

や
慶
長
一
九
年
（
ニ
ハ
一
四
）
の
写
本
な
ど
古
い
伝
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
元
和

寛
永
頃
刊
行
の
古
活
字
版
や
江
戸
初
期
写
本
、
寛
永
二
十
年
刊
本
系
統
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
場
合
と

符
号
す
る
事
実
で
、
元
和
・
寛
永
の
頃
に
は
四
方
四
季
の
趣
向
が
相
当
の
人
気

を
博
し
て
い
た
こ
と
と
、
趣
向
成
立
の
年
代
を
示
唆
し
て
く
れ
る
事
実
と
い
え

よ
う
。

　
推
測
を
っ
け
加
え
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
趣
向
を
取
り
入
れ
て
い
た
系
統

は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
読
み
本
系
統
で
は
な
く
、
語
り
本
系
統
と
で
も
い
え

る
方
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
奈
良
絵
本
＠
の
＠
や
絵
巻
＠
の
本
文
に
語

り
物
た
る
特
質
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
Ｅ
の
＠
＠
＠
が
す
べ
て
浄
瑠
璃
の
正

本
系
統
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
断
で
き
る
ほ
か
に
、
さ
ら
に
肥
前
撤
正
本
「
源
氏

十
二
段
」
（
寛
文
初
年
頃
）
と
、
土
佐
少
稼
正
本
「
源
氏
十
二
段
」
（
元
禄
初
年

頃
）
が
あ
っ
て
、
と
も
に
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
忍
び
と
四
季
の
段
を
挿
入
し

　
　
０

て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

表
２

六

清
塘
奇
遇
記

李
生
窺
堵
伝

Ａ

見
染
め
Ｏ
場
所

酒
摩

崔
氏
之
家
北
堵
外

　
方
法

幕
下
窺
之

窺
堵
内

　
見
た
物

女

名
花
盛
開
、
蜂
鳥
、
小
楼
、
花
叢
、
珠
簾
、
羅
韓
、
一
美
人

Ｂ

仲
立
ち
の
女
性

（
な
し
）

侍
碑
香
鬼

Ｃ

詩
の
唱
和

（
な
し
）

あ
り

Ｄ

忍
び
入
り
の
時

是
夜
、
夢

昏

Ｅ
忍
び
入
り
の
場
面
　
　
０
庭
園

會
月
、
東
山
、
花
影
、
仙
境

　
調
度
品

案
、
孔
雀
尾
を
挿
し
た
古
銅
瓶
、
筆
硯
之
類
、
碧
玉
籍

文
房
几
案

　
壁
の
飾
り

一
壁
展
煙
江
畳
障
圖
、
幽
篁
古
木
圖
一
壁
貼
四
時
景
各
四
首

四
　
「
沼
塘
奇
遇
記
」

さ
て
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」

と
「
李
生
窺
培
傳
」

の
比
較

の
趣
向
の
成
立
に
は
、
外
国
文
学
の
影
響
が



あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
中
国
の
『
勤
燈
新
話
』
の
「
清
塘
奇
遇
記
」
、
朝
鮮
の

『
金
蕉
新
話
』
の
「
李
生
窺
堵
俸
」
で
あ
る
こ
と
は
前
稿
で
指
摘
し
た
。
こ
こ

で
は
、
「
清
塘
奇
遇
記
」
（
以
下
「
奇
遇
記
」
と
略
す
）
と
「
李
生
窺
培
傳
」

（
以
下
「
窺
培
傳
」
と
略
す
）
に
お
け
る
趣
向
上
の
違
い
を
、
よ
り
明
ら
か
に

し
て
、
そ
れ
が
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
（
以
下
「
浄
瑠
璃
」
と
略
す
）
へ
と
ど
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
表
２
は
、
見
染
め
か

ら
忍
び
入
り
の
場
面
で
の
描
写
を
、
物
語
展
開
に
そ
っ
て
項
目
ご
と
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

　
従
来
こ
の
二
っ
の
作
品
は
、
そ
の
類
似
性
が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
、
特
に
「
奇

遇
記
」
か
ら
「
窺
培
俸
」
へ
の
模
倣
と
い
っ
た
評
価
が
一
部
に
あ
っ
た
の
だ
が
、

表
２
に
あ
げ
た
よ
う
に
相
違
点
が
い
く
っ
か
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
第
一
に
Ａ
の
、
見
染
め
の
場
所
と
方
法
が
ま
っ
た
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

¢
の
場
所
は
、
「
奇
遇
記
」
で
は
酒
璋
に
お
い
て
と
あ
る
が
、
「
窺
培
俸
」
で
は

娘
の
家
の
北
側
の
培
（
垣
）
の
外
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
見
初
め
の
方
法
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。
「
奇
遇
記
」
で
は
、
「
幕
」
つ
ま
り
の
れ
ん
越
し
に
、

女
性
と
目
が
合
い
見
染
め
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
「
窺
堵
俸
」
で
は
「
窺

堵
内
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男
性
が
堵
か
ら
中
を
の
ぞ
き
見
て
見
染
め
る
と
い
う

方
法
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
”
垣
問
見
”

の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
加
え
て
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
垣
間
見
の
方
法
が
、
こ
の
作
品
の

　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
『
金
薫
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

タ
イ
ト
ル
「
李
生
窺
培
伝
」
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
お
よ
そ
作
晶
の
タ

イ
ト
ル
は
そ
の
作
品
の
本
質
を
示
す
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
の

「
窺
培
」
の
二
字
は
ま
こ
と
に
示
唆
的
で
あ
る
。
作
者
金
時
習
は
、
「
培
の
内
を

う
か
が

窺
」
う
と
い
う
趣
向
を
小
説
の
な
か
に
み
ご
と
に
生
か
し
て
お
り
、
『
金
驚
新

話
』
が
『
蒐
燈
新
話
』
の
模
倣
、
影
響
だ
と
い
う
評
価
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
日
本
の
羅
山
が
「
カ
イ
マ
ミ
ル
」
と
訓
じ
た
の
は
、

ま
さ
に
日
本
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
和
訓
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
垣
間
見
は
、
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
に
す
ぐ
れ
て
趣
向
化
さ
れ

た
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
次
の
　
の
男
性
が
見
た
も
の
も
、
「
奇
遇
記
」
で
は
女
（
娘
一
だ
け
で
あ
る

の
に
対
し
、
「
窺
培
俸
」
で
は
表
の
　
の
よ
う
に
庭
園
の
さ
ま
と
娘
の
よ
う
す

と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
浄
瑠
璃
」
に
お
い
て
、

　
　
ま
か
き
の
ひ
ま
よ
り
み
た
ま
へ
は
、
…
（
大
東
急
記
念
文
庫
本
の
場
合
）

　
　
ま
が
き
の
か
げ
に
立
ち
し
の
び
、
花
園
山
を
な
が
め
給
へ
ば
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
活
字
版
本
系
の
場
合
）

と
あ
っ
て
庭
園
と
娘
（
浄
瑠
璃
姫
）
を
垣
問
見
る
描
写
と
あ
い
通
じ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
窺
堵
俸
」
に
お
け
る
見
染
め
の
場
面
で
の
描
写
は
、

「
奇
遇
記
」
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
が
、
「
浄
瑠
璃
」
と
は
大
き
く
類
似
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
Ｂ
項
は
「
奇
遇
記
」
に
な
く
「
窺
培
俸
」
に
の
み
あ
る
。
一
方
「
浄
瑠
璃
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
『
勢
燈
新
話
』
と
『
金
賛
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

に
は
仕
え
る
女
房
が
多
く
い
て
、
御
曹
司
に
七
度
の
使
い
を
す
る
な
ど
恋
の
と

り
も
ち
役
を
し
て
い
る
。
「
窺
堵
傳
」
で
は
ひ
と
り
香
見
が
い
て
、
李
生
の
詩

文
を
伝
え
る
な
ど
な
か
だ
ち
を
し
て
い
る
が
、
「
浄
瑠
璃
」
に
比
べ
る
と
、
そ

の
存
在
と
役
割
は
大
き
く
は
な
い
。

　
次
に
、
Ｃ
の
詩
の
交
換
・
唱
和
も
「
窺
培
俸
」
に
は
あ
る
が
、
「
奇
遇
記
」

に
は
な
い
。
詩
の
唱
和
の
有
無
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
漢
詩
の
や
り
と
り
が
、

の
ち
の
忍
び
入
り
を
い
ざ
な
い
恋
を
成
就
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
「
窺
培
傳
」
は
「
奇
遇
記
」
に
は
な
か
っ
た
新
た
な

趣
向
を
設
け
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
物
語
の
拝
情
性
を
か
も
し
出
す
の
に
効

果
的
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
李
慧
淳
教
授
は
、
「
李
生
窺
堵
傳
」
に
あ
る
挿
入
詩
の
唱
和
に
つ
い
て
、
男

女
の
愛
情
表
出
と
部
屋
の
雰
囲
気
を
描
く
と
こ
ろ
に
そ
の
機
能
が
あ
る
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
点
が
『
勢
燈
新
話
』
と
の
大
き
い
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。

詩
の
唱
和
は
見
染
め
と
忍
び
入
り
の
箇
所
に
あ
っ
て
、
忍
び
入
っ
た
娘
の
庭
園

や
部
屋
の
雰
囲
気
を
掃
情
ゆ
た
か
に
描
い
て
い
る
。

　
一
方
「
浄
瑠
璃
」
に
お
い
て
は
、
”
管
絃
の
遊
び
〃
と
い
う
趣
向
が
そ
の
役

目
を
は
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
御
曹
司
義
経
を
い
ざ
な
う
一
っ
の
き
っ
か
け

と
し
て
管
絃
の
遊
び
が
置
か
れ
て
、
王
朝
的
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
だ
が
、

笛
の
名
手
で
あ
る
義
経
に
は
ふ
さ
わ
し
い
趣
向
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
忍
び

入
り
の
あ
と
で
は
、
和
歌
な
ど
を
生
か
し
た
”
枕
問
答
〃
の
や
り
と
り
が
お
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

れ
、
こ
れ
も
機
能
と
し
て
は
歌
の
唱
和
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

忍
び
と
契
り
へ
い
ざ
な
う
方
法
が
拝
情
あ
ふ
れ
る
詩
の
唱
和
に
よ
っ
て
い
る
の

は
「
窺
堵
傳
」
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
「
浄
瑠
璃
」
は
大
き
く
「
窺
培
傳
」
に

似
る
。

　
さ
て
重
要
な
の
は
Ｄ
・
Ｅ
の
忍
び
入
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
何
よ
り
も
忍
び

入
り
の
時
Ｄ
が
、
「
奇
遇
記
」
で
は
”
夢
の
中
”
と
い
う
設
定
で
あ
る
の
に
対

し
、
「
窺
培
樽
」
で
は
昏
（
ゆ
う
べ
）
で
あ
り
、
夢
の
中
で
は
な
く
現
実
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
夢
の
中
か
現
実
か
と
い
う
違
い
は
、
作
晶
か
ら
た
だ

よ
う
文
学
性
か
ら
す
れ
ば
、
決
定
的
な
相
違
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
も
「
浄

瑠
璃
」
は
「
窺
培
傳
」
に
近
い
。

　
忍
び
入
り
の
場
面
に
お
け
る
描
写
Ｑ
　
　
を
見
る
と
、
両
作
品
と
も
に
¢
庭

園
、
　
調
度
品
（
部
屋
の
飾
り
）
　
壁
の
飾
り
を
そ
な
え
て
い
る
が
、
「
奇
遇

記
」
が
¢
庭
園
描
写
と
　
調
度
品
に
お
い
て
詳
細
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
窺
堵

傳
」
の
方
は
、
０
、
　
と
も
に
や
や
簡
略
に
す
ま
し
て
い
る
。
簡
略
で
あ
る
の

は
、
Ａ
の
　
の
窺
き
見
の
所
で
す
で
に
描
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ

　
の
壁
の
飾
り
の
箇
所
こ
そ
は
、
本
稿
の
主
眼
点
で
あ
っ
て
、
前
稿
で
す
で
に

お
お
よ
そ
の
比
較
は
試
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
項
で
、
さ
ら
に
そ
の
相

違
点
を
「
浄
瑠
璃
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
趣
向
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
改
変

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
す
る
。



五
　
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」

へ
の
変
容
の
す
が
た

　
ま
ず
そ
の
違
い
は
、
「
奇
遇
記
」
に
比
べ
る
と
、
「
窺
培
俸
」
で
は
「
一
壁
貼

、
　
　
、
　
　
、

四
時
景
　
各
四
首
」
と
あ
っ
て
、
四
季
の
景
色
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
表
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
四
幅
の
詩
の
内
容
に
お
い
て
、
「
窺
培
俸
」
の
四
首
の

漢
詩
で
は
、
夏
の
季
節
語
と
「
南
」
が
、
冬
の
季
節
語
と
「
北
」
の
方
位
語
と

が
、
相
応
し
て
使
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
奇
遇
記
」
で

は
壁
に
つ
い
て
特
に
説
明
が
な
い
が
、
「
窺
培
俸
」
で
は
、
一
方
の
壁
に
は
煙

江
晶
宜
障
図
と
幽
篁
古
木
図
の
名
画
が
展
べ
て
あ
り
、
ま
た
一
方
の
壁
に
四
時
景

が
貼
っ
て
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
”
一
方
の
壁
に
…
”
”
一
方
の
壁
に
…
”
と

列
挙
す
る
表
現
様
式
が
あ
る
点
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
や
は
り
、
「
四
方
障
子
の
絵
揃
え
」
の
趣
向
は
、
「
奇
遇

記
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
「
窺
培
俸
」
の
方
か
ら
影
響
を
受
け
た
で

あ
ろ
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
ろ
ん
「
窺
培
俸
」
で
は
東
・
南
・
西
・
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
四
方
を
す
べ
て
あ
げ
て
説
明
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
四
方
の
四
季

揃
え
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
点
は
、
「
浄
瑠
璃
」
に
受
容
さ
れ
る
過
程

に
お
い
て
、
和
様
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

の
も
日
本
に
は
、
四
方
に
四
季
を
描
く
大
和
絵
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
化
の
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
一
方
」
が
”
東
南
西
北
の
四

方
一
と
な
り
、
”
春
夏
秋
冬
の
四
季
一
を
そ
れ
ぞ
れ
描
く
と
い
う
方
法
へ
と
、

　
　
　
　
　
『
菊
燈
新
話
』
と
『
金
薫
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
）

無
理
な
く
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
素
材
の
面
か

ら
見
れ
ば
、
”
壁
一
が
”
障
子
一
へ
と
変
わ
っ
た
の
は
、
日
本
の
伝
統
的
住
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣

い
の
様
式
に
あ
わ
せ
た
結
果
の
装
い
の
変
化
と
い
え
る
し
、
表
現
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
”
漢
詩
”
か
ら
”
絵
”
へ
と
変
容
し
た
の
は
、
絵
巻
と
い
う
形
態
を
早

く
か
ら
有
し
て
絵
を
重
視
す
る
日
本
文
化
の
特
質
に
そ
く
し
た
、
み
ご
と
な
和

様
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
筆
者
は
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
は
、
『
勢
燈
新
話
』
の

「
潭
塘
奇
遇
記
」
よ
り
も
『
金
薫
新
話
』
の
「
李
生
窺
培
俸
」
か
ら
、
よ
り
多

く
影
響
を
受
け
た
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
直
接
の
影
響
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
表
２
の
Ａ
の

¢
　
　
、
垣
間
見
の
趣
向
で
あ
る
。
垣
間
見
の
趣
向
は
、
す
で
に
日
本
の
『
源

氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
空
蝉
の
巻
に
は
、
廉
の
は
ざ
ま
か
ら

垣
間
見
る
く
だ
り
が
あ
り
、
夕
顔
の
巻
に
は
、
廉
ご
し
に
女
の
透
き
影
を
見
る

と
い
う
詞
章
が
み
え
、
ま
た
若
紫
の
巻
や
末
摘
花
の
巻
に
も
登
場
し
て
い
る
。

光
源
氏
と
女
性
と
の
出
会
い
や
見
染
め
が
、
垣
問
見
の
趣
向
を
駆
使
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
垣
問
見
が
「
窺
培
俸
」
か
ら
の
影
響
で
あ
る
と
断
定

は
で
き
な
い
。
問
題
は
直
接
影
響
か
否
か
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
お
そ
ら
く
「
窺
培
俸
」
の
作
品
は
、
そ
の
冒
頭
に
描
か
れ
た
垣
間
見
「
窺

培
」
の
趣
向
が
ゆ
え
に
、
日
本
の
地
に
お
い
て
驚
き
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て
そ
の
垣
問
見
の
と
こ
ろ
に
、
　
の
よ
う
な
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
『
前
刀
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

園
描
写
が
あ
っ
て
「
仙
境
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
る
な
ら
、

そ
の
驚
き
は
あ
る
い
は
、
同
じ
趣
向
を
も
つ
外
国
文
学
に
接
し
た
衝
撃
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
庭
園
描
写
（
泉
水
揃
え
）
の
趣
向
も
ま
た
、

日
本
文
学
が
す
で
に
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
趣
向
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
忍
び
入
り
の
場
面
に
お
け
る

「
四
方
四
季
の
絵
揃
え
」
は
、
「
清
塘
奇
遇
記
」
よ
り
も
「
李
生
窺
堵
傳
」
か
ら

多
く
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
和
様
化
す
る
過
程
で
成
立
し
た
趣
向
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
文
学
は
、
外
国
文
学
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
市
古
貞
次
氏
に
よ
れ
ば
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
中
国
文
学
を
、
そ

の
ま
ま
の
も
の
と
し
て
鑑
賞
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
中
世
で
は
そ
れ
を

日
本
文
学
に
移
植
し
、
素
材
に
と
り
い
れ
て
、
眺
め
よ
う
と
し
た
傾
向
が
著
し

　
　
　
　
　
＠

い
と
い
わ
れ
た
。

　
し
か
し
日
本
文
学
が
外
国
文
学
の
受
容
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
中
国
の

文
学
に
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
徳
田
和
夫
氏
は
、
日
本
で
初
め
て
の
西
洋
文

学
の
翻
訳
書
と
さ
れ
る
『
伊
曾
保
物
語
』
（
無
刊
記
古
活
字
版
七
種
、
寛
永
十

六
年
刊
本
、
万
治
二
年
刊
本
な
ど
）
の
諸
本
の
考
察
か
ら
、
そ
の
受
容
と
定
着

の
よ
う
す
を

　
　
そ
れ
に
し
て
も
、
『
戯
言
養
気
集
』
や
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
見
る
と
お
り
、

　
　
近
世
前
期
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
イ
ソ
ッ
プ
話
の
受
容
は
想
像
以
上
に
す
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
や
く
、
ま
た
巧
み
で
あ
っ
た
。

と
説
か
れ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
が
違
和
感
な
く
な
さ
れ
た
の
に
は
、
「
人
問
の
行

動
を
動
物
に
た
く
し
て
笑
い
を
誘
い
、
人
生
の
知
恵
を
提
供
す
る
方
法
が
、
さ

か
の
ぼ
っ
て
中
世
以
前
か
ら
日
本
に
は
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
基
盤
の
上
に
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
○

ソ
ッ
プ
話
が
定
着
し
た
」
か
ら
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
「
李
生

窺
堵
傳
」
の
作
品
は
、
そ
の
な
か
に
”
窺
堵
〃
（
培
の
ひ
ま
か
ら
中
を
の
ぞ
き

見
る
）
と
い
う
垣
問
見
の
方
法
を
も
ち
、
庭
園
描
写
、
忍
び
入
り
、
さ
ら
に
伸

立
ち
の
女
性
、
詩
の
唱
和
の
方
法
を
も
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
関
心
を
も
っ
て

積
極
的
に
受
容
さ
れ
、
そ
し
て
変
容
も
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
　
『
金
款
魚
新
話
』

と
『
勢
燈
新
話
句
解
』

の
成
立

　
『
前
刀
燈
新
話
句
解
』
と
『
金
驚
新
話
』
は
、
朝
鮮
朝
時
代
に
ど
う
い
う
経
緯

で
刊
行
さ
れ
、
日
本
へ
は
ど
う
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
二
書
の
書
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
＠

問
題
に
つ
い
て
は
、
崔
珍
源
氏
や
柳
澤
一
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の
研
究
成

　
　
　
ゆ

果
が
あ
る
が
、
日
本
に
は
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
そ
れ
ら
を

も
と
に
私
見
を
ま
じ
え
論
を
進
め
た
い
。

　
需
刀
燈
新
話
』
は
朝
鮮
に
「
一
四
二
一
；
一
四
四
三
の
二
十
余
年
の
問
に
伝

　
　
　
　
　
＠

来
し
た
と
推
定
」
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
伝
来
は
ず
い
ぶ
ん
と
早
い
。
当
初
よ

り
大
変
な
人
気
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
文
章
の
難
解
さ
か
ら
注
解
が



強
く
願
ま
れ
た
よ
う
で
、
『
勢
燈
新
話
句
解
』
は
一
」
う
し
て
著
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
刊
本
に
は
二
種
あ
っ
て
、
ま
ず
林
芭
一
号
は
垂
胡
子
、
一

作
に
十
必
）
が
註
解
し
た
木
活
享
本
で
明
宗
四
年
二
五
四
九
）
刊
行
の
も
の
と
、

こ
れ
に
瘡
州
丑
ノ
春
年
が
訂
正
を
加
え
、
明
宗
一
四
年
二
五
五
九
）
に
木
板
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
二
種
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
流
布
し
て
い
た
の
は
後
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

本
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
内
閣
文
庫
所
蔵
に
か
か
る
羅

山
手
校
手
敗
本
の
『
勢
燈
新
話
句
解
』
に
は
、
刊
行
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る

垂
胡
子
の
敗
と
、
ヂ
春
年
の
「
題
註
解
勢
燈
新
話
後
」
を
手
写
し
た
む
ね
羅
山

の
識
語
が
あ
る
朝
鮮
本
で
あ
る
。

　
さ
て
、
金
時
習
が
『
金
驚
新
話
』
を
い
っ
著
し
た
か
に
っ
い
て
は
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
ゆ

「
円
豊
寺
落
成
會
」
と
い
う
詩
に
「
余
於
乙
酉
春
。
卜
築
金
款
魚
山
室
。
若
将
終

身
（
後
略
）
」
と
あ
っ
て
、
金
驚
山
の
茸
長
寺
に
庵
を
む
す
ん
だ
乙
酉
年
が
世

祖
十
一
年
（
一
四
六
五
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
後
の
こ
と
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
書
か
れ
て
す
ぐ
に
読
ま
れ
た
か
ど
う
か
に
っ
い
て
は
不
詳
で

あ
る
。
た
だ
金
安
老
撰
の
『
龍
泉
談
寂
記
』
に
、
梅
月
堂
に
つ
い
て
記
し
そ
の

詩
才
を
ほ
め
た
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
東
峯
金
時
習
（
中
略
）
入
金
赦
魚
山
。
著
書
蔵
石
室
。
日
後
世
必
有
知
琴
者
。

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
「
金
赦
魚
新
話
」
を
石
室
に
秘
蔵
し
た
が
、
後
の
世
に
必

ず
自
分
を
知
る
者
が
あ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
た
と
伝
え
て
い
る
の
で
、
生
前
に
直

接
見
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
生
六
臣
の
一
人
と
し
て

　
　
　
　
　
『
勢
燈
新
話
』
と
『
金
繁
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
）

名
が
広
く
知
ら
れ
、
ま
た
幼
少
の
こ
ろ
世
宗
王
か
ら
そ
の
詩
才
ぶ
り
を
誉
め
ら

れ
る
ほ
ど
の
梅
月
堂
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
親
近
の
者
に
は
こ
の
本
の
存
在
は
知

ら
れ
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
梅
月
堂
の
没
後
一
八
年
た
っ
た
中
宗
六
年
（
一
五
一
一
）
、
中
宗
王
は
、
梅

月
堂
の
遺
稿
の
蒐
集
・
刊
行
を
命
じ
て
い
る
（
中
宗
実
録
巻
十
三
　
六
年
三
月

十
四
日
条
）
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
公
的
に
遺
稿
の
蒐
集
が
始
め
ら
れ
た

ら
し
く
、
ま
ず
最
初
に
着
手
し
た
の
は
李
粁
で
あ
っ
た
。
彼
は
十
年
の
の
ち
や

っ
と
三
巻
だ
け
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
先
生
の
自
筆
本
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
一
李
好
「
梅
月
堂
集
序
」
一
。
そ
の
の
ち
朴
祥
と
ヂ
春
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

が
蒐
集
を
続
け
、
っ
い
に
ヂ
春
年
に
よ
っ
て
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
今
日
に
伝
わ
る
『
梅
月
堂
集
』
は
、
宣
祖
王
の
命
に
よ
り
、
宣
祖
十
六
年

（
一
五
八
三
）
芸
文
館
よ
り
甲
寅
字
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
首

に
は
、
李
粁
の
序
、
李
山
海
の
序
、
ヂ
春
年
の
「
梅
月
堂
先
生
偉
」
と
、
栗
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

李
班
に
よ
る
「
金
時
習
俸
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
崔
珍
源
氏
は
、
宣
祖
十
六
年

一
一
五
八
三
）
に
世
に
出
さ
れ
た
『
梅
月
堂
集
』
は
、
梅
月
堂
の
遺
稿
の
蒐
集

に
努
め
編
輯
・
刊
行
を
一
旦
終
え
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
丑
ノ
春
年
本
を
増
補
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
本
は
壬
辰
倭
乱
の
時
に
散
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
、
そ
の
全
秩
は
国
内
に
は
な
く
、
日
本
の
蓬
左
文
庫
に
伝
わ
る
。
」
と
さ
れ

て
い
る
。
以
上
の
経
緯
を
年
代
順
に
列
記
し
て
み
る
と
、

　
　
一
五
一
一
年
　
中
宗
は
、
梅
月
堂
の
遺
稿
の
蒐
集
・
刊
行
を
命
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
『
前
刀
燈
新
話
』
と
『
金
繁
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

　
　
一
五
二
一
年
　
李
粁
「
梅
月
堂
集
」
を
刊
行
。

　
　
（
刊
年
未
詳
）
　
ヂ
春
年
「
梅
月
堂
集
」
（
書
名
は
不
詳
）
刊
行
。

　
　
一
五
四
九
年
　
垂
胡
子
林
芭
註
解
の
『
勢
燈
新
話
句
解
』
刊
行
。

　
　
一
五
五
九
年
　
垂
胡
子
林
芭
註
解
・
瘡
州
ヂ
春
年
訂
正
の
『
菊
燈
新
話
句

　
　
　
　
　
　
　
　
解
』
刊
行
。

　
　
一
五
六
八
年
　
『
巧
事
撮
要
』
（
万
暦
四
年
・
宣
祖
元
年
本
）
の
清
州
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
「
梅
月
堂
」
の
書
目
が
見
え
る
。

　
　
一
五
八
三
年
　
宣
祖
の
命
に
よ
り
、
『
梅
月
堂
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
。

と
な
り
、
『
梅
月
堂
集
』
と
『
勢
燈
新
話
句
解
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
刊
行
の

作
業
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
「
金
驚
新
話
」
は
、

李
好
本
か
ヂ
春
年
本
の
『
梅
月
堂
集
』
に
入
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
別
に
筆

写
本
や
私
家
版
（
坊
刻
本
）
の
形
で
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
ど
ち
ら
の
成
立
に
も
重
要
に
か
か
わ
っ
た
の
が
、
先
の
瘡
州
ヂ

春
年
（
一
五
一
四
－
一
五
六
七
）
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ヂ
春

年
は
、
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
『
勢
燈
新
話
句
解
』
に
訂
正
を
加
え
て
、
「
勢
燈

新
話
」
が
広
く
た
や
す
く
享
受
さ
れ
る
道
を
開
い
た
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
の
代

表
的
儒
者
栗
谷
李
珂
に
さ
き
が
け
「
梅
月
堂
先
生
樽
」
を
記
し
、
『
梅
月
堂
集
』

の
刊
行
を
進
め
た
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。

八

『
金
款
魚
新
話
』
の
日
本
へ
の
紹
介

二

　
さ
て
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
、
宣
祖
二
十
三
年
）
、
朝
鮮
か
ら
正
使
黄

允
吉
・
副
使
金
誠
一
を
は
じ
め
と
す
る
通
信
使
一
行
が
来
日
し
た
。
こ
の
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ソ
ン

典
籍
・
書
状
官
と
し
て
山
前
許
歳
（
一
五
四
八
；
一
六
二
一
）
も
渡
日
し
て
い

る
。
許
歳
は
、
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
た
最
初
の
小
説
『
洪
吉
童
伝
』
を
書
い
た

許
鋳
の
兄
で
あ
り
、
名
の
知
ら
れ
た
文
人
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
朱
子
学
の
開
祖
と
も
い
わ
れ
る
藤
原
慢
窩
は
、
一
行
の
宿

舎
で
あ
っ
た
大
徳
寺
を
数
度
に
わ
た
っ
て
訪
れ
、
許
歳
と
筆
談
し
、
さ
ら
に
詩

　
　
　
　
　
ゆ

を
贈
っ
て
い
る
。
阿
部
吉
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
慢
窩
は
こ
の
時
、
許
歳
か
ら
「
最

も
多
く
の
感
動
、
啓
発
を
受
け
」
、
彼
の
「
学
識
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
が
明

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
許
歳
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
父
許
嘩
（
一
五
一
七
－
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

八
○
）
は
、
実
は
先
に
述
べ
た
ヂ
春
年
と
は
莫
逆
の
問
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
父
親
の
親
し
い
友
人
で
あ
る
ヂ
春
年
か
ら
直
接
に
あ
る
い
は
問
接

に
せ
よ
、
梅
月
堂
や
『
金
驚
新
話
』
そ
し
て
『
梅
月
堂
集
』
『
勢
燈
新
話
句
解
』

に
っ
い
て
、
本
や
情
報
を
得
る
機
会
は
充
分
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
通
信
使
が

日
本
に
新
し
い
文
物
や
知
識
・
情
報
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
て
ら
せ
ば
、
こ

の
可
能
性
は
す
こ
ぶ
る
高
い
と
い
え
る
。



　
さ
ら
に
こ
の
時
、
信
使
と
と
も
に
車
天
轄
一
五
山
は
号
、
一
五
五
六
－
一
六

一
五
一
も
渡
日
し
て
い
る
。
車
天
轄
の
父
で
あ
る
車
較
は
、
ヂ
春
年
と
は
文
科

登
第
を
と
も
に
し
た
問
柄
で
、
そ
の
著
『
五
山
説
林
』
に
は
ヂ
春
年
に
つ
い
て

詳
し
く
記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
車
天
轄
も
や
は
り
『
金
教
魚
新

話
』
や
『
梅
月
堂
集
』
『
前
刀
燈
新
話
句
解
』
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と
は
考
え
難

く
、
許
歳
と
も
ど
も
、
当
時
の
朝
鮮
を
代
表
す
る
文
人
と
し
て
、
五
ケ
月
近
い

京
都
滞
在
中
に
そ
の
知
見
を
伝
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
正
十
八
年
一
一
五
九
〇
一
は
、
梅
月
堂
と
そ
の
作
品
、
ま

た
『
前
刀
燈
新
話
句
解
』
に
っ
い
て
詳
し
く
知
る
人
物
が
、
王
朝
の
代
表
と
し
て

日
本
に
未
て
い
た
こ
と
か
ら
、
作
品
そ
の
も
の
が
（
『
梅
月
堂
集
』
は
す
で
に

刊
行
ず
み
で
あ
っ
た
一
、
あ
る
い
は
筆
写
本
の
た
ぐ
い
が
直
接
伝
わ
る
、
ま
た

少
な
く
と
も
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
年
で
あ
２
た
。
そ
し
て
お
そ

ら
く
日
本
サ
イ
ド
で
は
、
藤
原
慢
窩
や
林
羅
山
（
但
し
後
の
一
と
そ
の
周
辺
の

文
人
禅
僧
、
ま
た
大
徳
寺
な
ど
五
山
そ
の
他
の
僧
侶
と
い
っ
た
人
物
が
、
そ
の

受
け
手
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
足
利
幕
府
時
代
一
五
世
紀
後
半
に
、
梅
月
堂
は
、
朝
鮮
を
訪

れ
た
日
本
の
禅
僧
と
直
接
交
流
し
て
い
た
事
実
に
少
し
く
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

『
梅
月
堂
集
巻
二
一
』
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
典
日
東
僧
俊
長
老
話

　
　
遠
離
郷
曲
意
講
條
　
古
佛
山
花
遣
寂
蓼

　
　
　
　
　
『
暫
燈
新
話
』
と
『
金
驚
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
一

　
　
錬
鍵
莫
茶
供
客
飲
　
瓦
櫨
添
火
耕
香
焼

　
　
春
深
海
月
侵
蓬
戸
　
雨
歌
山
爵
践
薬
苗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
碑
境
旅
情
倶
雅
淡
　
不
妨
軟
語
徹
清
宵

　
訪
れ
た
客
に
茶
を
煮
て
供
じ
、
香
を
た
い
て
、
話
を
か
わ
し
つ
つ
清
ら
か
な

宵
を
す
ご
し
た
と
語
る
、
清
雅
な
禅
境
た
だ
よ
う
詩
で
あ
る
。

　
こ
の
時
の
僧
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
浅
川
伯
教
氏
以
来
未
詳
と
し
て

い
る
が
、
筆
者
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
嵯
峨
の
名
刹
天
竜
寺
の
僧
侶
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
義
政
の
時
代
に
は
、
延
べ
一
七
回
に
及
ぶ
「
日
本
国
王
使
」
が
派
遣
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣

い
る
。
仲
尾
宏
氏
作
成
の
表
に
よ
れ
ば
、
一
四
四
八
年
か
ら
一
四
八
九
年
ま
で

一
七
回
あ
る
う
ち
、
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
一
に
、
天
竜
寺
か
ら
俊
超
と
梵
嵩

が
、
募
縁
の
使
い
と
し
て
朝
鮮
へ
と
渡
っ
て
い
る
。
長
老
と
い
う
の
は
住
持
の

敬
称
で
あ
っ
て
、
詩
に
い
う
「
俊
長
老
」
と
は
、
「
俊
」
の
字
を
も
つ
僧
侶
の

こ
と
に
な
る
の
で
、
俊
超
と
い
う
僧
は
そ
の
蓋
然
性
が
高
く
な
る
だ
ろ
う
（
但
、

法
名
の
上
字
を
と
っ
て
い
る
点
疑
念
は
あ
る
が
）
。
ま
た
天
竜
寺
が
「
高
麗
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
頃
よ
り
、
朝
鮮
使
節
の
宿
泊
休
所
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」
こ
と
や
、

文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
の
火
災
で
伽
藍
が
焼
亡
し
た
あ
と
の
一
四
五
八
年
に

も
使
節
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
朝
鮮
と
は
関
係
が
深
い
寺
刹
で
あ
っ
た
。

　
一
四
六
三
年
と
い
え
ば
、
梅
月
堂
は
二
九
歳
で
あ
り
、
金
繁
山
に
ひ
き
籠
も

る
以
前
で
あ
り
、
時
期
的
に
も
符
号
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
時
だ
と
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
『
前
刀
燈
新
話
』
と
『
金
賛
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
（
続
）

定
す
れ
ば
、
ま
だ
『
金
赦
魚
新
話
』
を
著
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
『
金
蕉
新

話
』
が
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
俊
超
に
っ
い
て
は
調
査
中
で
あ

る
が
、
な
お
朝
鮮
の
三
浦
の
地
に
行
き
来
し
た
九
州
や
周
防
な
ど
の
僧
の
可
能

性
も
あ
り
、
後
考
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

　
と
も
あ
れ
、
日
本
の
禅
僧
が
朝
鮮
の
地
に
お
も
む
き
、
梅
月
堂
先
生
と
直
接

会
い
、
喫
茶
を
と
も
に
し
た
と
い
う
事
実
は
大
変
興
味
深
く
、
浅
川
氏
や
李
進

熈
氏
、
崔
禎
幹
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
草
庵
の
茶
と
い
う
も
の
へ

の
影
響
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
裏
ず
け
る
貴
重
な
詩
で
は
あ
る
。
室
町
時
代
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

本
と
朝
鮮
の
交
流
は
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
解
明

が
ま
た
れ
る
。ま

と
め
に
か
え
て

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
金
驚
新
話
』
の
作
者
梅
月
堂
金
時
習
は
、

お
そ
ら
く
日
本
に
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
朝
鮮
の
文
人
、
伝
奇
小
説
作
家
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は
『
伽
蝉
子
』
へ
の
影
響
関
係
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
研
究
が
主
で
、
す
で
に
松
田
修
氏
、
宇
佐
見
喜
三
八
氏
な
ど
に
よ
り
な
さ
れ

て
い
た
。
筆
者
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
人
気
を
博
し
、
日
本
の
代
表
的

語
り
物
で
あ
る
浄
瑠
璃
の
晴
矢
で
あ
る
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
を
と
り
あ
げ
て
、

比
較
と
影
響
に
及
ん
で
論
じ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
日
本
文
学
に
と
っ
て
、
高
麗
時
代
や
朝
鮮
朝
時
代
の
文
学
は
決
し
て
縁
遠
い

も
の
で
な
い
。
中
世
・
近
世
に
お
け
る
影
響
関
係
に
っ
い
て
は
、
徳
田
進
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

中
村
幸
彦
氏
、
笠
井
清
氏
な
ど
に
よ
り
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ま

だ
課
題
は
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
朝
鮮
半
島
の
文
学
は
、
と
も
す

れ
ば
中
国
文
学
に
含
め
ら
れ
た
り
、
そ
の
内
実
が
見
過
ご
さ
れ
た
り
、
あ
る
い

は
無
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
学
を
自
立
し
た
対
等
な
も
の

と
見
る
立
場
か
ら
、
今
後
の
研
究
が
切
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注
○
　
横
山
　
重
氏
「
解
題
」
『
室
町
時
代
物
語
こ
古
典
文
庫
、
昭
二
九
。

　
　
森
武
之
助
氏
『
浄
瑠
璃
物
語
研
究
』
井
上
書
房
、
昭
三
八
。

　
　
森
　
武
之
助
氏
「
解
題
」
『
十
二
段
草
子
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
七
。

　
　
松
本
隆
信
氏
「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」
奈
良
絵
本
国
際
研
究

　
会
議
編
『
御
伽
草
子
の
世
界
』
三
省
堂
、
一
九
八
二
。

　
　
横
山
重
・
信
多
純
一
氏
編
著
『
し
や
う
る
り
十
六
段
本
」
大
学
堂
書
店
。
昭
５
７
。

　
な
ど
で
あ
る
。
以
下
本
文
で
取
り
上
げ
た
伝
本
の
年
代
は
、
こ
れ
ら
先
学
の
論
に
よ

　
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
山
崎
旧
蔵
写
本
は
、
今
回
の
考
察
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
そ

　
れ
は
、
信
多
氏
指
摘
の
如
く
、
四
方
障
子
絵
の
当
該
本
文
が
泉
水
揃
え
の
箇
所
に
實

　
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
Ｏ
の
森
氏
の
前
書
、
四
〇
一
頁
。

　
　
鳥
居
フ
ミ
子
氏
「
山
岸
文
庫
蔵
「
浄
瑠
璃
姫
」
一
冊
」
『
年
報
』
六
号
、
実
践
女

　
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
、
昭
六
二
。

　
　
¢
の
『
し
や
う
る
り
十
六
段
本
』
の
信
多
氏
「
研
究
篇
」
一
〇
九
頁
。



　
　
辻
惟
雄
氏
「
解
説
」
『
絵
巻
　
上
瑠
璃
』
京
都
書
院
、
昭
五
四
。

　
　
¢
に
同
じ
。
氏
に
よ
れ
ば
又
兵
衛
絵
巻
群
と
呼
ば
れ
る
べ
き
一
群
の
絵
巻
が
「
一

　
七
世
紀
、
桃
山
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
は
じ
め
に
か
け
存
在
す
る
。
当
時
流
行
の
操

　
浄
瑠
璃
や
説
経
正
本
に
よ
っ
た
」
一
三
二
二
頁
一
と
い
う
。
ま
た
こ
の
絵
巻
全
二
十

　
巻
の
う
ち
一
か
ら
六
巻
ま
で
の
「
上
瑠
璃
と
牛
若
と
の
一
夜
の
ロ
マ
ン
ス
の
場
面
を

　
最
も
重
視
し
て
」
一
三
二
七
頁
）
い
る
と
い
う
。
ま
た
同
氏
「
又
兵
衛
絵
巻
群
」
『
日

　
本
の
美
術
・
岩
佐
又
兵
衛
』
二
五
九
号
、
一
九
八
七
も
参
照
。

＠
　
¢
の
『
し
や
う
る
り
十
六
段
本
』

¢
　
徳
田
和
夫
氏
「
寛
文
版
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
一
挿
絵
」
『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥

　
井
書
店
、
昭
六
三
。

＠
　
¢
　
六
三
七
頁
。

　
　
　
に
同
じ
、
三
三
九
頁
。

＠
徳
田
和
夫
氏
「
お
伽
草
子
の
楽
土
　
付
・
「
釈
迦
の
本
地
」
の
こ
と
－
」
『
お
伽

　
草
子
研
究
』
五
一
頁
。

◎
　
　
の
鳥
居
フ
ミ
子
氏
の
論
稿
。

＠
　
拙
稿
「
『
弗
燈
新
話
』
と
『
金
薫
新
話
』
か
ら
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
」
『
同
志
社

　
国
文
学
』
第
三
九
号
、
十
一
頁
。

＠
　
「
伝
奇
小
説
の
展
開
」
『
省
吾
蘇
在
英
教
授
還
暦
記
念
論
叢
古
小
説
史
の
諸
問
題
』

　
集
文
堂
、
一
九
九
三
。

＠
　
徳
田
和
夫
氏
「
四
方
四
季
の
風
流
」
『
お
伽
草
子
研
究
』
参
照
。

＠
　
日
本
で
は
桃
山
時
代
に
障
屏
画
が
発
達
し
た
が
、
古
く
は
壁
に
画
を
描
い
て
お
り
、

　
こ
ち
ら
が
本
来
的
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
春
香
伝
」
で
は
”
四
壁
の
図
”
で
あ
り

　
壁
の
画
で
あ
る
が
、
高
麗
大
学
蔵
本
の
よ
う
に
「
屏
風
」
の
絵
で
あ
る
特
異
な
伝
本

　
も
あ
る
。

＠
　
市
古
貞
次
氏
『
中
世
小
説
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
三
一
頁
。

＠
　
徳
田
和
夫
・
矢
代
静
一
氏
『
新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
ー
６
お
伽
草
子
．
伊
曾
保
物

　
語
』
　
一
九
九
一
、
八
三
頁
。

＠
　
崔
珍
源
氏
「
解
題
」
『
梅
月
堂
全
集
』
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
院
、
一
九

　
七
三
。

＠
　
柳
澤
一
氏
『
韓
国
文
献
学
研
究
』
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
八
九
年
。
特
に
「
菊
燈

　
新
話
の
伝
来
と
受
容
」
の
章
を
参
照
。

＠
　
江
原
大
学
校
人
文
科
学
研
究
所
編
『
梅
月
堂
　
　
そ
の
文
学
と
田
山
想
』
江
原
大
学

　
出
版
部
、
一
九
八
八
。
藤
重
換
氏
『
金
驚
新
話
研
究
』
高
麗
大
学
民
族
文
化
研
究
所
、

　
一
九
八
三
。

＠
　
＠
に
同
じ
。
二
九
三
頁
。

ゆ
　
＠
に
同
じ
。
二
九
四
－
二
九
六
頁
。

ゆ
　
『
梅
月
堂
続
集
　
巻
之
二
』

ゆ
　
『
大
東
野
乗
』
巻
十
八
。
な
お
「
琴
」
は
金
時
習
の
僧
名
「
雪
琴
」
の
こ
と
。

＠
　
＠
の
「
解
題
」
八
－
九
頁
。

ゆ
　
＠
の
「
解
題
」
九
頁
。

ゆ
　
『
慢
窩
先
生
文
集
』
巻
之
一
に
「
次
韻
山
前
以
詩
見
示
」
「
菊
花
副
詩
贈
山
前
」

　
「
畳
韻
贈
山
前
」
が
あ
り
、
巻
之
六
の
七
言
律
詩
に
「
贈
山
前
」
が
あ
る
。
な
お
羅

　
山
以
来
、
日
本
の
記
録
で
は
「
許
歳
之
」
と
誤
っ
て
き
た
。

＠
　
阿
部
吉
雄
氏
『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
。

ゆ
　
『
明
宗
実
録
』
巻
八
　
三
年
六
月
丁
卯
条
の
記
録
に
よ
る
。

ゆ
　
＠
に
所
収
の
「
梅
月
堂
集
　
巻
十
二
　
詩
」
二
二
一
頁
。

　
　
詩
を
取
り
上
げ
た
論
考
に
浅
井
伯
教
氏
『
釜
山
窯
と
封
州
窯
』
彩
壼
会
、
一
九
三

　
〇
、
李
進
熈
氏
『
倭
館
倭
城
を
歩
く
』
六
興
出
版
、
一
九
八
四
。
崔
禎
幹
氏
「
日
本

　
室
町
時
代
の
草
庵
茶
に
及
ぼ
し
た
梅
月
堂
の
影
響
」
（
注
＠
の
前
書
に
所
収
）
が
あ

　
る
。
崔
禎
幹
氏
は
近
年
”
井
戸
茶
碗
”
の
再
現
に
成
功
し
た
陶
芸
家
で
あ
り
、
研
究

　
家
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
韓
国
慶
南
大
学
校
・
韓
錫
泰
教
授
の
ご
示
教
を

　
得
た
。

『
勢
燈
新
話
』
と

『
金
薫
新
話
』
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ
一
続
）

一
五



『
菊
燈
新
話
』
と

『
金
賛
新
話
』
か
ら

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
へ

（
続
）

＠
仲
尾
宏
氏
『
増
補
近
代
日
本
と
朝
鮮
』
明
石
書
店
、
一
九
九
三
、
六
二
頁
。

ゆ
　
＠
に
同
じ
。
五
一
頁
。

ゆ
　
た
と
え
ば
一
例
と
し
て
周
防
が
あ
る
。
周
防
は
地
理
的
に
朝
鮮
に
近
く
、
大
内
氏

　
が
と
り
わ
け
中
国
・
朝
鮮
の
も
の
を
好
ん
で
、
大
内
版
を
出
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
当
時
周
方
に
は
「
唐
人
小
路
」
が
あ
り
、
明
や
朝
鮮
か
ら
漢
籍
を
と
り
よ
せ
て
売
る

　
専
門
の
「
唐
本
屋
」
も
あ
る
、
文
化
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
活
況
を
呈
し
た
小
京
都
と
し

　
て
栄
え
て
い
た
。
（
古
川
薫
氏
『
大
内
氏
の
興
亡
』
創
元
社
、
昭
四
九
、
一
四
〇
頁
）

ゆ
　
松
田
修
氏
　
昭
和
二
七
年
の
近
世
文
学
会
京
都
支
部
例
会
で
の
発
表
。
「
浮
世
草

　
子
の
挫
折
」
『
国
語
国
文
』
二
六
巻
五
号
。
宇
佐
見
喜
三
八
氏
『
和
歌
史
に
関
す
る

　
研
究
』
若
竹
出
版
、
昭
二
七
な
ど
。

ゆ
　
徳
田
進
氏
『
孝
子
説
話
の
研
究
』
井
上
書
房
、
昭
三
八
。

　
　
中
村
幸
彦
氏
「
朝
鮮
説
話
集
と
仮
名
草
子
」
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
七
巻
、
中
央

　
公
論
社
、
一
九
八
四
。

　
　
笠
井
清
氏
「
仮
名
草
子
に
及
ぼ
し
た
「
列
女
伝
」
の
影
響
Ｌ
『
比
較
文
学
』
四
、

　
一
九
六
一
。

〔
付
記
〕
　
資
料
の
閲
覧
と
写
真
掲
載
を
許
可
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
に
深
謝
申
し
上
げ

　
る
。

一
六
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