
紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

︱
﹃
剪
燈
新
話
﹄﹃
伽
婢
子
﹄
の
侍
読
・
侍
講
記
事
と
関
連
し

︱
邊

恩

田

は
じ
め
に

紀
州
藩
付
家
老
三
浦
家
に
伝
わ
る
文
書
に
︑
石
橋
生
庵
の
日
記
﹃
家
乗
﹄
が

あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
よ
り①
︑
歴
史
学
・
文
学
・
芸
能
史
・
国
語
学
等
の
各

方
面
か
ら
注
目
を
集
め
︑
そ
の
史
料
的
価
値
が
指
摘
さ
れ
研
究
が
進
め
ら
れ
て

き
た②
︒

と
り
わ
け
文
学
の
分
野
に
お
い
て
は
︑
近
世
初
期
浅
井
了
意
作
の
怪
異
小
説

集
﹃
伽
婢
子
﹄
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
︑
し
か
も
そ
の
記
事

が
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と
関
わ
る
内
容
で
あ
る
点
に
︑
至
大
な
る
関
心
が
寄
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒

言
う
ま
で
も
な
く
﹃
剪
燈
新
話
﹄
は
︑﹃
伽
婢
子
﹄
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
中

国
の
志
怪
小
説
と
し
て
︑
従
来
よ
り
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
︒
と

と
も
に
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
初
期
の
梅
月
堂
金
時
習

キ
ム
シ
ス
プ

作
に
な
る
漢
文
伝
記
小
説

﹃
金ク

鰲モ

新シ

話ナ

﹄
が
︑
比
較
す
べ
き
作
品
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た③
︒

筆
者
は
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
一
五
世
紀
後
半
成
立
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄
が
︑
日
本

に
お
い
て
近
世
初
期
一
六
世
紀
半
ば
頃
﹁
和
刻
本
﹂
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た

事
実
に
関
心
を
も
っ
て
よ
り
こ
の
か
た
︑
日
本
各
地
に
伝
存
す
る
和
刻
本
﹃
金

鰲
新
話
﹄
の
調
査
を
進
め
︑
そ
の
報
告
を
本
誌

号
・

号
・

号
な
ど
で
行

65

70

72

っ
て
き
た④
︒

伝
本
は
︑
な
お
存
在
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
︑
和
刻
本
に
限
ら
ず
︑

朝
鮮
で
板
刻
印
行
さ
れ
た
﹁
朝
鮮
本
﹂
も
日
本
に
伝
存
す
る
可
能
性
は
大
き
い
︒

と
い
う
の
も
︑
現
在
は
中
国
の
大
連
図
書
館
所
蔵
に
あ
る
一
本⑤
も
︑
か
つ
て
は

日
本
の
京
都
に
あ
っ
て
︑
著
名
な
医
師
曲ま

直な

瀬せ

正
し
ょ
う

琳り
ん

︵
号
・
養
安
院
︒
一
五

六
五
︱
一
六
一
一
︶
が
所
蔵
し
た
朝
鮮
本
で
あ
っ
た
事
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る⑥
︒

さ
て
︑
そ
の
和
刻
本
も
し
く
は
朝
鮮
本
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄
が
伝
存
す
る
可
能

性
の
最
も
大
き
い
と
こ
ろ
が
︑
紀
州
和
歌
山
で
あ
る
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

三
七



図� 和歌山市海善寺にある李真栄・李梅渓一家の墓（1993年�月筆者撮影)

紀
州
は
朝
鮮
及
び
朝
鮮
文
化
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
︒
紀
州
徳
川
家
の
初

代
藩
主
と
な
っ
た
徳
川
頼
宣
は
︑
朝
鮮
王
朝
の
儒
者
李
真
栄
︵
名
・
一
恕
︒

号
・
一
陽
斎
︒
字
・
真
栄
︶
を
侍
講
に
迎
え
藩
学
と
し
て
儒
学
を
お
こ
し
︑
さ

ら
に
そ
の
子
李
梅
渓
︵
名
・
全
直
︒
字
・
衡
正
︒
号
・
梅
渓
︶
も
侍
講
と
し
て

厚
遇
し
︑
父
子
と
も
に
藩
学
の
草
創
・
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
中
核
的
役
割
を

は
た
し
た
︒
ま
た
紀
州
藩
の
道
徳
規
範
と
な
っ
た
﹁
父
母
状
﹂
は
︑
儒
教
の
三

綱
中
﹁
孝
行
﹂
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
が
︑
頼
宣
の
命
に
よ
っ
て
梅
渓
が
な
し

と
げ
た
功
績
で
あ
っ
た⑦
︒
第
五
代
藩
主
で
あ
り
八
代
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
吉
宗

を
輩
出
し
た
の
も
︑
こ
こ
紀
州
で
あ
る
︒
紀
州
は
︑
外
来
の
文
物
︑
朝
鮮
や
そ

の
文
化
に
開
か
れ
た
︑
文
化
都
市
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
は
︑
ま
ず
も
っ
て
着
目
す
べ
き
重
要

な
史
料
と
な
り
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
全
く
異
な
る
観
点
か
ら
関
心
を
も

っ
た
︒
そ
れ
は
朝
鮮
伝
奇
小
説
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
名
が
録
さ
れ
て
い
な
い
か
︑

書
名
に
限
ら
ず
作
者
金
時
習
に
つ
い
て
の
な
に
が
し
か
の
言
及
が
あ
り
は
し
な

い
か
︑
ま
た
関
連
す
る
情
報
が
見
ら
れ
な
い
か
と
い
う
関
心
で
あ
り
期
待
で
あ

っ
た
︒

そ
の
調
査
の
結
果
と
し
て
︑
本
稿
で
は
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
書
名
が
見
ら
れ
る

こ
と
︑
生
菴
が
そ
の
本
を
買
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄
や
﹃
伽
婢
子
﹄
に
つ
い
て
も
︑﹁
侍
読
﹂
や
﹁
侍
講
﹂

の
興
味
あ
る
記
事
が
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
た
の
で
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
報
告
す

る
︒
そ
の
結
果
︑
は
か
ら
ず
も
﹃
金
鰲
新
話
﹄
記
事
が
︑
そ
れ
ら
中
国
・
日
本

の
怪
異
小
説
関
連
記
事
と
あ
わ
せ
一
連
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
こ
と
が
把
握
で

き
た
︒
生
菴
の
読
書
世
界
に
︑
こ
の
三
作
品
が
と
も
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

三
八



一

石
橋
生
菴
の
日
記
﹃
家
乗
﹄

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
は
︑
紀
州
藩
の
付
家
老
三
浦
家
に
儒
医
と
し
て
仕

え
た
石
橋
生せ
い

菴あ
ん

︵
名
・
辰た
つ

章
あ
き
ら

︒
俳
号
・
忍
斎
︒
寛
永
十
九
︵
一
六
四
二
︶
年

︱
元
禄
十
︵
一
六
九
七
︶
年
？
︶
が
残
し
た
日
記
で
あ
る
︒

そ
の
内
容
は
︑
寛
永
十
九
年
五
月
か
ら
元
禄
十
年
末
ま
で
の
︑
生
菴
が
一
歳

か
ら
五
十
六
歳
ま
で
の
五
十
余
年
に
わ
た
る
︑
漢
文
体
の
日
記
で
あ
る
︒
出
生

時
の
直
前
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
が
二
十
四
歳
の
時
︑

寛
文
五
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
整
理
し
記
し
置
い
た
も
の
と
い
う
︒

本
﹃
家
乗
﹄
は
︑
生
菴
自
身
お
よ
び
一
家
親
族
や
知
己
の
消
息
を
記
す
か
た

わ
ら
︑
出
仕
し
て
か
ら
の
勤
務
日
誌
で
も
あ
り
︑
ま
た
天
下
の
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
も
記
し
た
︑
希
有
な
日
記
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
中
で
も
︑
文
学
関
係
の
特
徴
に
限
定
し
て
重
要
な
の
は
︑﹁
一
儒
医
で

あ
る
筆
者
が
家
君
に
折
々
に
侍
読
︵
侍
講
︶
申
し
上
げ
た
︑
そ
の
書
物
の
名
が

一
々
記
さ
れ
て⑧
﹂
い
る
こ
と
︑
ま
た
筆
者
生
菴
が
﹁
書
肆
あ
る
い
は
諸
氏
か
ら

借
り
受
け
た
書
物
の
名
が
記
さ
れ
て⑧
﹂
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒

そ
の
書
物
は
︑
漢
籍
・
医
学
書
・
仏
書
・
史
書
・
文
学
書
等
々
︑
実
に
多
方

面
に
わ
た
っ
て
い
る
︒﹃
竹
取
物
語
﹄﹃
枕
草
子
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
大
鏡
﹄﹃
平

家
物
語
﹄﹃
徒
然
草
﹄﹃
太
平
記
﹄
と
い
っ
た
古
典
作
品
か
ら
︑﹃
好
色
一
代
男
﹄

﹃
諸
艶
大
鑑
﹄﹃
好
色
五
人
女
﹄
の
よ
う
な
西
鶴
本
ま
で
︑
中
国
の
儒
学
書
は
む

ろ
ん
の
こ
と
﹃
詩
経
﹄
﹃
白
氏
文
集
﹄﹃
烈
女
伝
﹄︑
は
た
ま
た
﹃
剪
燈
新
話
﹄

の
よ
う
な
白
話
小
説
に
至
る
ま
で
︑
数
百
に
及
ぶ⑨
︒

ま
さ
に
﹃
家
乗
﹄
は
︑
近
世
初
期
に
お
け
る
一
知
識
人
︵
儒
医
︶
の
数
十
年

に
わ
た
る
読
書
記
録
で
あ
り
︑
ま
た
文
学
享
受
の
様
相
を
も
伝
え
て
く
れ
る
︑

得
難
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
︒

加
え
て
こ
の
資
料
の
貴
重
さ
は
︑
書
名
と
と
も
に
︑
当
時
の
書
肆
の
実
名
が

多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
生
菴
は
﹁
遊
書
肆
﹂
と
い
う
表
現
で
書

肆
に
出
か
け
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
が
︑
書
物
と
読
書
好
き
の
彼
が
書
肆
で
楽

し
む
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
︒
ま
た
反
対
に
書
肆
の
方
が
屋
敷
に
や
っ
て
き
て

本
を
売
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑﹃
家
乗
﹄
に
は
当
時
の
京
や
大
坂
や
地
元
紀
州
︑

そ
し
て
ま
た
江
戸
の
︵
家
君
の
江
戸
勤
番
に
生
菴
は
随
行
し
藩
邸
で
過
ご
し
て

い
る
︶
書
肆
の
名
が
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
︒

長
友
千
代
治
氏
は
︑
当
代
の
書
肆
が
今
日
と
は
違
い
︑
貸
本
も
し
︑
行
商
も

し
︑
貸
本
配
達
も
し
て
い
た
と
い
う
認
識
か
ら⑩
︑
書
肆
は
﹁
行
商
本
屋
・
貸
本

屋
・
古
本
屋
を
兼
業
す
る
者⑪
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
特
徴
を
説
か
れ
て

い
る
︒

た
だ
︑
本
を
買
っ
た
と
録
し
て
い
て
も
︑
実
際
に
は
購
入
し
て
い
な
い
場
合

も
あ
る
︒
数
日
︵
も
し
く
は
数
週
間
な
ど
︶
た
っ
て
返
し
た
り
も
し
て
い
て
︑

こ
れ
が
買
い
方
で
あ
る
点
は
︑
後
述
す
る
が
注
意
を
要
す
る
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

三
九



二

『家
乗
﹄
に
見
え
る
﹃
剪
燈
新
話
﹄

︱
生
菴
︑
本
を
買
う

︱

中
国
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄︑
朝
鮮
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄︑
そ
し
て
日
本
の
﹃
伽
婢

子
﹄
三
作
品
の
う
ち
︑
生
菴
が
最
初
に
買
っ
た
の
は
﹃
剪
燈
新
話
﹄
で
あ
っ
た
︒

寛
文
四
年
︵
一
六
六
四
︶
二
月
五
日
条
に
︑

沽
剪
灯
新
話
于
書
肆
價
四
銭

五
分

と
あ
り
︑
書
肆
で
﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
買
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
本
の
代
金

に
つ
い
て
も
︑
割
注
で
﹁
價
四
銭
五
分
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
生
菴
は
二
十
三
歳
︑

ま
だ
出
仕
し
て
い
な
い
時
で
あ
る
︒
彼
が
出
仕
す
る
の
は
︑
三
年
後
の
寛
文
七

年
︵
一
六
六
七
︶
九
月
の
こ
と
︑
光
貞
が
二
代
目
藩
主
に
な
っ
た
年
で
あ
る
︒

彼
は
こ
の
時
に
﹁
生
菴
﹂
の
号
を
賜
っ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
実
は
︑
生
菴
が
生
涯
に
お
い
て
最
初
に
買
っ
た
﹁
本
﹂
は
︑

﹃
家
乗
﹄
に
見
る
と
︑
儒
学
書
の
﹃
四
書
大
全
﹄
で
あ
っ
た
︒﹃
剪
燈
新
話
﹄
購

入
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
十
一
月
十
一
日
︑
生
菴
十
九
歳

の
時
で
あ
っ
た
︒
値
段
を
﹁
銀
四
十
有
三
銭
﹂
と
記
し
て
い
て
︑
大
き
い
買
い

物
と
い
え
る
が
︑
こ
の
本
が
学
問
の
必
要
に
よ
っ
て
購
入
し
た
ら
し
き
こ
と
が
︑

前
後
の
記
事
か
ら
わ
か
る
︒

す
な
わ
ち
︑
﹃
四
書
大
全
﹄
購
入
の
五
ヶ
月
前
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
六

月
廿
八
日
条
に
は
︑
李
衡
正
先
生
が
﹁
孝
経
大
義
﹂
を
講
じ
る
の
を
末
席
で
興

味
深
く
聴
い
た
と
記
し
て
い
て
︑
講
義
は
八
月
十
四
日
ま
で
続
い
た
が
一
席
も

欠
か
さ
な
か
っ
た
と
︑
八
月
十
四
日
に
詳
し
く
書
き
留
め
て
い
る
︒﹁
李
衡
正

先
生
﹂
と
い
う
の
は
生
菴
が
生
涯
師
と
し
た
前
述
の
李
梅
渓
の
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
本
購
入
の
翌
年
す
ぐ
万
治
四
年
正
月
十
六
日
に
は
︑
李
氏
立
卓
丈
︵
李

立
卓
は
李
梅
渓
の
弟
︶
の
﹁
中
庸
﹂
講
義
の
末
席
を
穢
し
た
と
記
し
て
い
る
し
︑

同
年
十
月
廿
七
日
か
ら
は
︑
清
軒
公
︵
清
軒
は
李
徳
源
の
号
︶
の
﹁
書
経
﹂
講

義
を
十
二
月
八
日
ま
で
継
続
受
講
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
翌
寛
文

二
年
正
月
十
一
日
か
ら
は
︑
子
李
子
が
読
書
始
め
に
講
じ
た
﹁
論
語
﹂
を
学
び

始
め
た
こ
と
を
記
し
︑
三
月
七
日
ま
で
こ
れ
が
続
い
た
と
も
記
し
て
い
る
︒
以

上
主
な
も
の
だ
け
挙
げ
た
が
︑
生
菴
が
本
格
的
に
儒
学
を
学
び
は
じ
め
た
こ
と

が
わ
か
る
︒

生
菴
は
︑﹃
四
書
大
全
﹄
購
入
の
万
治
三
年
の
春
︑
李
衡
正
先
生
の
門
生
に

な
っ
て
い
た
︒
こ
の
万
治
三
年
以
降
に
︑
学
問
と
読
書
に
関
す
る
記
事
が
に
わ

か
に
増
え
し
か
も
詳
細
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
間
違
い
な
く
門
生
と
し
て
勉
学

に
励
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
儒
学
修
学
に
邁
進
す
る
生
菴
が
︑
怪
異
小
説
で
あ
る
﹃
剪
燈

新
話
﹄
を
買
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
こ
れ
よ
り
三
十
三

年
後
の
元
禄
十
年
に
︑
主
君
に
﹃
剪
燈
新
話
﹄
の
侍
講
を
行
っ
て
い
る
事
実
は
︑

ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
江
戸
初

期
に
お
け
る
﹃
剪
燈
新
話
﹄
享
受
の
実
態
を
示
す
貴
重
な
記
録
と
い
え
よ
う
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
〇



と
も
あ
れ
︑
﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
買
っ
て
手
も
と
に
置
い
て
い
た
生
菴
は
︑
そ

の
作
品
に
つ
い
て
あ
ら
ま
し
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
程
度
で
は
な
く
︑
深
く
読

み
味
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
し
︑
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
︑
購
入
四
年
後
の
寛
文
八
年
の
段
階
で
︑﹃
伽
婢
子
﹄
を
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と

対
比
し
﹁
剽
窃
﹂
だ
と
看
破
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
︒

で
は
こ
の
時
期
︑
日
本
で
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
の
出
版
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
当
代
の
書
籍
目
録
に
検
し
て
み
よ
う
︒
江
戸
期
の

最
も
古
い
書
籍
目
録
と
さ
れ
る
寛
文
刊
︵
無
刊
記
本
︶
の
﹃
和漢

書
籍
目
録⑫
﹄
に

は
︑﹁
外
典
﹂
項
に
﹁
剪
燈
新
話
﹂
が
載
っ
て
い
る
︒
書
名
に
﹁
四
冊
﹂
と
い

う
冊
数
の
み
を
記
す
だ
け
で
︑
そ
の
ほ
か
の
説
明
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
寛
文
十
年
刊
西
村
又
右
衛
門
板
の
﹃
増補

書
籍
目
録
作
者
付

大
意

﹄︵
寛

文
十
一
年
の
山
田
市
郎
兵
衛
門
板
も
同
様
︶
に
な
る
と
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄
は

﹁
外
典
﹂
か
ら
﹁
故
事
﹂
の
項
に
移
さ
れ
て
い
て
︑
中
国
書
︵
漢
籍
︶
と
い
う

認
識
か
ら
物
語
類
と
い
う
認
識
へ
と
︑
取
扱
い
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
興
味
深
い
が
︑
書
名
の
下
に
小
文
字
で
︑

山
陽
瞿
佑
宗
吉
著

滄
洲

訂
正

垂
胡
子

集
釋

と
あ
る
付
記
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
作
者
瞿
佑
宗
吉
の
名
を
記
す
の

は
当
然
で
あ
る
が
︑
続
い
て
二
人
の
人
物
が
記
さ
れ
る
点
が
重
要
で
あ
る
︒

垂
胡
子
と
滄
洲
は
︑
朝
鮮
王
朝
初
期
の
著
名
な
文
人
垂
胡
子
林
芑
と
滄
洲
尹

春
年
で
あ
っ
て
︑﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
本
を
出
し
た
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹃
剪

燈
新
話
﹄
原
文
の
難
解
語
句
に
つ
い
て
︑
註
解
を
割
注
で
施
し
た
の
が
句
解
本

の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
で
あ
る
︒
垂
胡
子
が
集
釈
し
た
も
の
が
一
五
四
九
年
に
印
行

さ
れ
た
が
︑
滄
洲
が
訂
正
を
加
え
た
も
の
が
一
五
五
九
年
に
新
た
に
板
刻
印
行

さ
れ
流
布
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
書
籍
目
録
の
い
う
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と
は
︑
実
は
﹃
剪
燈
新
話

句
解
﹄
本
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
書
名
に
﹁
句
解
﹂
の
字
が
な
い
も
の
の
︑

原
文
の
み
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
本
で
は
な
く
︑
一
五
五
九
年
板
﹃
剪
燈
新
話
句

解
﹄
本
を
和
刻
し
た
本
︑
と
い
う
結
論
に
な
る
︒
わ
ざ
わ
ざ
﹁
句
解
﹂
の
字
を

入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
江
戸
期
に
は
︑

﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
の
方
が
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と
し
て
流
布
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

林
羅
山
も
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
書
肆
で
見
か
け
︑
蔵
し
て
い
な
い
の
で
購
入

し
た
こ
と
を
﹁
牡
丹
燈
詩
并
序
﹂
で
記
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
も
﹁
句
解
﹂
字

は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
慶
長
六
年
︵
庚
子
年
一
六
〇
一
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
の
時
羅
山
が
買
っ
た
の
は
︑
朝
鮮
刊
本
の
﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
で
あ

っ
た
こ
と
を
︑
阿
部
吉
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑬
︒
現
在
︑
国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
に
は
羅
山
手
校
手
沢
本
の
﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
が
伝
存
し
て
い
る
︒

和
刻
本
の
方
を
み
れ
ば
︑
慶
長
・
元
和
頃
に
朝
鮮
の
印
刷
技
術
を
取
り
入
れ

﹁
古
活
字
版
﹂
が
作
ら
れ
た
が
︑
部
数
も
少
な
く
難
点
が
あ
っ
た
︒
印
刷
技
術
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が
発
展
し
慶
安
元
年
︵
一
六
四
八
︶
に
整
版
本
の
﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
が
板
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
出
版
部
数
も
飛
躍
的
に
増
え
ま
た
継
続
的
な
出
版
・
販

売
が
可
能
と
な
り
︑
広
く
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
生
菴
が
買
っ
た
寛
文
四
年
の
頃
に
は
︑
た
や
す
く
買
え
る
出

版
状
況
は
整
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
生
菴
は
和
刻
本
の
﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄

を
買
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
生
庵
は
︑
こ
の
あ
と
四
年
後
に
は
︑﹃
伽
婢
子
﹄
を
借
り
て
読
ん
で

い
る
︒
次
項
で
こ
れ
を
見
よ
う
︒

三

『家
乗
﹄
に
見
え
る
﹃
伽
婢
子
﹄

︱
生
菴
︑
本
を
借
り
る
・
侍
読
す
る

︱

浅
井
了
意
の
﹃
伽
婢
子
﹄
に
つ
い
て
︑﹃
家
乗
﹄
が
貴
重
な
記
録
を
残
し
て

い
る
こ
と
は
近
世
怪
異
文
学
研
究
が
注
目
し
指
摘
さ
れ
て
き
た⑭
︒
寛
文
八
年

︵
一
六
六
八
︶
五
月
十
日
条
の
記
事
︑

借
伽
婢
子
洛
下
松
雲
所
集
有
十
三
巻
剽

窃
剪
灯
新
話
述
怪
異
之
事

が
そ
れ
で
あ
る
︒
生
菴
は
こ
の
日
﹁
伽
婢
子
﹂
を
借
り
た
と
記
し
て
い
る
︒
そ

し
て
﹃
伽
婢
子
﹄
に
つ
い
て
割
注
を
︑

洛
下
松
雲
所
集
有
十
三
巻
剽
窃
剪
灯
新
話
述
怪
異
之
事

と
施
し
て
い
る
︒

そ
の
内
容
を
詳
し
く
見
る
に
︑
ま
ず
︑﹃
伽
婢
子
﹄
の
作
者
が
京
洛
に
す
ま

う
﹁
松
雲
﹂
す
な
わ
ち
浅
井
了
意
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
そ
の
本
が
﹁
十
三

巻
﹂
で
あ
る
こ
と
を
言
う
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑
﹃
伽
婢
子
﹄
が
﹃
剪
燈
新
話
﹄

を
剽
窃
し
て
い
る
と
評
し
︑
作
品
内
容
に
つ
い
て
は
怪
異
の
事
を
述
べ
た
も
の
︑

と
説
明
し
て
い
る
︒
二
十
一
字
の
な
か
に
︑﹃
伽
婢
子
﹄
に
つ
い
て
の
的
確
な

解
説
と
批
評
を
収
め
た
割
注
と
い
え
︑
高
く
評
価
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
︒

こ
の
割
注
か
ら
よ
み
と
れ
ば
︑
生
庵
が
﹃
剪
燈
新
話
﹄
だ
け
で
な
く
︑﹃
伽

婢
子
﹄
に
つ
い
て
も
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
本

出
版
の
寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
三
月
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
こ
と
︑
し
か
も

紀
州
に
居
住
す
る
儒
医
の
生
菴
で
あ
る
の
は
︑
指
摘
の
通
り
ま
こ
と
に
驚
く
べ

き
こ
と
と
い
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑﹃
伽
婢
子
﹄
と
生
菴
と
の
関
係
は
︑
本
を
借
り
る
こ
と
で
終
わ

っ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
お
よ
そ
一
年
後
に
は
︑
主
君
に
対
し
て
﹃
伽
婢
子
﹄
を

侍
読
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
記
事
は
か
な
り
あ
り
︑
時
代
順
に
列
記
し

よ
う
︒寛

文
六
年
︵
一
六
六
六
)

三
月

(﹃
伽
婢
子
﹄
の
出
版
︶

寛
文
八
年
︵
一
六
六
八
)

五
月
一
〇
日

借
伽
婢
子
洛
下
松
雲
所
集
有
十
三

巻
剽
窃
剪
灯
新
話
述
怪

異
之
事

寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
閏
十
月
一
七
日

夜
侍
読
伽
婢
子

十
月
一
八
日

侍
読

十
月
一
九
日

夜
侍
読
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十
月
二
三
日

夜
侍
読
又
読
明
恵
記

延
宝
五
年
︵
一
六
七
七
)

六
月

七
日

侍
読
伽
婢
子

八
月

二
日

侍
読
伽
婢
子

延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
)

三
月

七
日

侍
読
伽
婢
子

先
に
見
た
﹃
伽
婢
子
﹄
を
借
り
た
の
は
個
人
レ
ベ
ル
の
文
学
享
受
で
あ
っ
た

と
い
う
な
ら
︑
す
ぐ
翌
年
の
寛
文
九
年
閏
十
月
一
七
日
か
ら
二
三
日
ま
で
は
︑

主
君
へ
の
﹁
侍
読
﹂
と
い
う
方
法
に
よ
る
も
の
で
︑
つ
ま
り
作
品
の
よ
り
深
い

読
み
・
解
釈
が
必
要
な
享
受
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ほ
ぼ
毎
夜
︑
主
君
三
浦
為
時

に
対
し
て
行
わ
れ
︑
最
終
日
に
は
﹁
明
恵
記
﹂
も
侍
読
し
た
と
記
す
︒
そ
し
て

ま
た
︑
八
年
ほ
ど
の
ち
の
延
宝
五
年
六
月
七
日
と
八
月
二
日
︑
翌
六
年
三
月
七

日
に
も
︑
断
続
的
で
回
数
が
少
な
い
も
の
の
侍
読
が
行
わ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
伽
婢
子
﹄
は
︑
お
よ
そ
一
〇
年
に
わ
た
り
生
菴
の
親
し
い
文

学
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
で
こ
の
時
の
主
君
と
い
う
の
は

三
浦
為
隆
で
あ
る
︒
仮
名
草
子
﹃
あ
だ
物
語
﹄
の
作
者
三
浦
為
春
の
孫
に
あ
た

る
︒
生
菴
が
俳
諧
に
親
し
ん
だ
の
も
︑
主
君
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
︑
土
谷
泰

敏
氏
と
江
本
裕
氏
が
説
か
れ
て
い
る⑮
︒

ま
こ
と
に
﹃
伽
婢
子
﹄
は
︑
三
浦
父
子
が
と
も
に
愛
好
し
た
怪
異
小
説
で
あ

っ
た
︒
し
か
し
作
者
浅
井
了
意
は
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
の
で
︑
現﹅

代﹅

怪
異
小

説
と
い
う
の
が
的
を
得
た
言
い
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
生
菴
が
仕
え
た

三
浦
家
は
︑
学
識
あ
り
文
学
・
文
芸
を
好
む
家
柄
で
あ
り
︑
生
菴
は
儒
医
と
し

て
仕
え
な
が
ら
多
く
を
学
び
ま
た
知
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
生
菴
は
︑
中
国
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
だ
け
で
な
く
︑
自
国
日
本
の

新
怪
異
小
説
﹃
伽
婢
子
﹄
を
と
も
に
読
み
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
︒

四

『家
乗
﹄
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

︱
生
庵
︑
本
を
買
う

︱

さ
て
︑
こ
れ
ま
で
﹃
剪
燈
新
話
﹄
︵﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄︶
と
﹃
伽
婢
子
﹄
に

か
か
わ
る
記
事
に
検
討
を
加
え
て
き
た
が
︑
朝
鮮
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄
も
ま
た
︑

石
橋
生
菴
の
読
書
世
界
に
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
い
︒

生
菴
が
﹃
金
鰲
新
話
﹄
を
書
肆
か
ら
買
っ
た
と
見
て
よ
い
記
事
は
︑
延
宝
六

年
︵
一
六
七
八
︶
十
月
十
七
日
条
の

夕
如
書
肆
沽
金
鰲
詩
話
儒
佛
筆
陣

と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
夕
べ
に
書
肆
に
行
き
︑﹁
金
鰲
詩
話
儒
佛
筆
陣
﹂
を
買

っ
た
と
い
う
内
容
に
な
り
︑
原
文
に
は
﹁
金
鰲
新
話
﹂
で
は
な
く
﹁
金
鰲
詩﹅

話
﹂
と
録
さ
れ
て
お
り
︑﹁
詩
﹂
の
一
字
だ
け
が
異
な
っ
て
い
る
︵
図
�
︶︒

筆
者
は
︑
こ
の
﹁
金
鰲
詩﹅

話
﹂
と
い
う
の
は
︑
書
名
の
﹁
金
鰲
新
話
﹂
を
誤

記
し
た
も
の
と
判
断
す
る
︒
そ
の
理
由
︑
根
拠
と
し
て
︑
ま
ず
﹁
沽
﹂
の
あ
と

の
﹁
金
鰲
詩
話
儒
佛
筆
陣
﹂
に
注
目
し
︑
こ
れ
が
書
名
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

が
お
こ
る
︒
し
か
し
こ
れ
が
書
名
だ
と
判
断
で
き
る
の
は
︑
後
の
十
月
二
十
八

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
三



図� 『家乗』延宝六年十月十七日条の「金鰲詩話｣

日
条
に
︑
つ
ま
り
本
を
買
っ
て
か
ら
十
一
日
ほ
ど
た
っ
た
日
の
日
記
に
︑

環
儒
佛
筆
陣

と
い
う
記
事
が
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
環
﹂
は
返
却
の
意
味
で
あ
る
の
で
︑

こ
の
部
分
の
意
味
は
書
肆
に
﹁
儒
佛
筆
陣
を
返
し
た
﹂
と
な
り
︑﹁
儒
佛
筆
陣
﹂

が
本
の
名
前
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
儒
佛
筆
陣
﹂

が
書
名
で
あ
る
な
ら
︑﹁
沽
﹂
字
の
す
ぐ
う
し
ろ
の
四
文
字
﹁
金
鰲
詩
話
﹂
も
︑

当
然
書
名
と
判
断
す
べ
き
こ
と
と
な
る
︒
つ
ま
り
は
︑﹁
儒
佛
筆
陣
﹂
の
本
は

返
却
し
た
が
︑
﹁
金
鰲
詩
話
﹂
の
本
は
返
却
し
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒

長
友
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
生
庵
は
購
入
の
積
り
で
本
を
持
ち
帰
っ
て
取
捨
選
択

し
︑
不
必
要
な
本
は
返
却
︑
購
入
本
の
精
算
を
後
日
す
る⑯
﹂
と
い
う
買
い
方
で

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
な
ど
そ
の
事
例
に
あ
て
は
ま
る
︒

で
あ
る
な
ら
次
に
︑﹁
金
鰲
詩﹅

話
﹂
と
い
う
本
が
実
在
す
る
の
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
り
︑
日
本
の
本
な
の
か
中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
の
本
な
の
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒
ひ
と
ま
ず
書
名
と
見
て
︑
中
国
・
日
本
・
韓
国
の
文
学
事
典
と
百

科
事
典
類
︑﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
︑
同
名
の
書
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
︒

と
す
る
な
ら
︑
何
か
の
錯
誤
か
書
き
間
違
い
だ
と
判
断
す
る
し
か
な
く
︑

﹁
金
鰲
詩﹅

話
﹂
と
最
も
近
似
し
三
文
字
が
同
じ
書
名
の
﹁
金
鰲
新
話
﹂
が
候
補

に
あ
が
り
︑﹁
詩
﹂
の
字
は
︑﹁
新
﹂
と
あ
る
べ
き
を
誤
記
し
た
も
の
と
い
う
結

論
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
に
な
る
︒

実
際
︑﹃
家
乗
﹄
本
文
に
は
︑
次
の
よ
う
に
書
名
の
誤
記
が
見
う
け
ら
れ
る
︒

天
和
四
年
五
月
廿
六
日

｢好
色
一
代
記﹅

﹂
↓
﹁
好
色
一
代
男
﹂
の
誤
記

天
和
四
年
七
月
十
一
日

｢諸
艶
大
鏡﹅

｣

↓
﹁
諸
艶
大
鑑
﹂
の
誤
記

貞
享
五
年
十
月

廿
日

｢
男
色
大
全﹅

｣

↓
﹁
男
色
大
鑑
﹂
の
誤
記

な
ど
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
一
字
誤
記
の
事
例
は
︑
右
の
結
論
の
証
左
と
な
ろ

う
︒以

上
の
よ
う
に
︑
生
庵
は
︑
朝
鮮
王
朝
初
期
成
立
の
伝
奇
小
説
集
﹃
金
鰲
新

話
﹄
を
書
肆
で
購
入
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
︑
彼
は
︑
中
国
・
日
本
・
朝
鮮
の

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
四



三
国
の
怪
異
伝
奇
小
説
を
す
べ
て
読
ん
で
い
た
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
︒
東

ア
ジ
ア
に
ま
た
が
っ
た
怪
異
小
説
文
学
の
享
受
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

生
菴
が
手
に
し
た
の
は
和
刻
本
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
江
戸

初
期
に
お
け
る
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
出
版
状
況
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を

確
認
し
て
お
こ
う
︒
承
応
二
年
に
は
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
し
︑
そ
の
後
も

万
治
三
年
刊
記
本
︑
寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
の
奥
書
の
あ
る
福
森
兵
左
衞

門
板
行
本
が
流
布
し
て
い
た
の
で
︑
延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
に
生
菴
が
本
を

購
入
す
る
条
件
は
整
っ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
現
伝
す
る
最
古
の
和
刻
本
︵
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
本
︶
は
︑

羅
山
の
所
蔵
に
わ
た
る
前
︑
野
間
三
竹
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
報
告
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が⑰
︑
生
菴
は
︑
法
印
野
間
三
竹
が
卒
し
た
こ
と
を
記
録
に
残
し
て

い
た
︒
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
九
月
二
一
日
条
に
︑

儒
医
野
間
法
印
三
竹
卒
于
洛
陽
云

と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
留
め
て
い
る
︒
生
菴
に
と
っ
て
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
か
ら

に
相
違
な
か
ろ
う
︒
そ
し
て
ま
た
羅
山
に
つ
い
て
も
︑
生
菴
は
︑

林
道
春
博
学
強
記

と
書
き
留
め
て
い
る
︒

羅
山
は
︑
野
間
玄
琢
や
野
間
三
竹
と
も
親
交
が
深
か
っ
た
︒
そ
れ
は
元
和
九

年
九
月
晦
日
羅
山
が
玄
琢
法
印
の
詩
に
和
し
て
い
る
こ
と
︑
寛
永
四
年
と
十
年

の
正
月
に
も
三
竹
の
歳
旦
詩
に
和
し
て
い
る
こ
と
︑
同
十
七
年
に
も
三
竹
の
求

め
に
応
じ
題
画
詩
を
残
し
て
い
る
こ
と⑱
な
ど
の
事
例
か
ら
︑
明
ら
か
で
あ
る
︒

林
羅
山
︑
野
間
三
竹
と
も
に
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
こ
と
を
知
る
だ
け
で
な
く
︑

本
を
所
蔵
し
て
い
た
人
物
だ
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
が
︑
同
時
に
︑
生
菴
の

師
の
李
梅
渓
が
永
田
善
斎
を
師
と
し
学
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
点
︑
永
田
善
斎
は

藤
原
惺
窩
や
羅
山
に
学
ん
だ
林
門
の
秀
才
で
あ
っ
て
︑
こ
の
こ
と
に
照
ら
し
て

も
︑
生
菴
は
師
で
あ
る
李
梅
渓
を
通
し
て
︑
儒
学
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の
学

問
・
文
化
・
文
化
人
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
非
常

に
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
す
れ
ば
︑
生
菴
が
﹃
金
鰲
新
話
﹄

の
情
報
を
得
る
接
点
は
十
分
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒

五

生
菴
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
侍
講
す
る

前
述
し
た
よ
う
に
︑
若
き
頃
に
﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
買
っ
て
読
ん
で
い
た
生
菴

は
︑
そ
れ
か
ら
約
三
十
数
年
後
に
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄
の
﹁
侍
講
﹂
を
行
っ
て
い

る
︒
こ
れ
は
主
君
三
浦
為
隆
に
対
し
て
の
侍
講
で
あ
る
︒
元
禄
四
年
四
月
の
こ

と
で
あ
る
︒
記
事
を
挙
げ
よ
う
︒

元
禄
十
年
︵
一
六
九
七
︶
四
月

五
日

両
次
侍
講
剪
灯
新
話

〃

四
月

六
日

侍
講

〃

四
月

九
日

侍
講

〃

四
月
十
三
日

侍
講

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
五



〃

四
月
十
四
日

侍
講

〃

四
月
十
五
日

侍
読

〃

四
月
十
六
日

侍
講

〃

四
月
十
八
日

侍
読

〃

四
月
十
九
日

侍
講
新
話
了

右
に
み
る
よ
う
に
︑
侍
講
︵
十
五
日
と
十
八
日
は
﹁
侍
読
﹂
と
記
す
︶
は
九

日
間
に
も
及
び
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
生
菴
は
い
ま
や
五
十
六
歳
︒
老
齢

の
域
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
が
︑
こ
の
時
の
学
問
的
実
力
は
相
当
の
も

の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
主
君
へ
の
講
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
興

味
が
ひ
か
れ
る
が
︑
残
念
な
が
ら
記
事
に
は
具
体
的
に
表
れ
て
い
な
い
︒

か
つ
て
若
か
り
し
頃
︑﹃
剪
燈
新
話
句
解
﹄
本
を
買
っ
て
い
た
生
菴
で
あ
り
︑

ま
た
﹃
伽
婢
子
﹄
を
借
り
て
読
み
﹃
剪
燈
新
話
﹄
の
﹁
剽
窃
﹂
だ
と
看
破
し
た

生
菴
で
あ
っ
た
が
︑
も
し
か
す
る
と
こ
の
時
彼
は
︑﹁
剽
窃
﹂
で
は
な
か
っ
た

と
︑
か
つ
て
自
ら
が
下
し
た
﹃
伽
婢
子
﹄
へ
の
評
価
を
改
め
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
︒

お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
︑
石
橋
生
菴
の
﹃
家
乗
﹄
の
な
か
に
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄﹃
金
鰲

新
話
﹄﹃
伽
婢
子
﹄
の
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
三
国
の
怪
異
小
説
が
す
べ
て
登
場

し
て
い
る
こ
と
と
︑
そ
の
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
寛
文
八
年
の
﹃
伽
婢
子
﹄
記
事
以
外
に
︑
あ
ら
た

に
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と
﹃
伽
婢
子
﹄
に
関
わ
る
記
事
が
あ
る
こ
と
と
︑
﹃
金
鰲
新

話
﹄
に
関
わ
る
記
事
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
し
て
き
た
が
︑
生
菴
の
読
書

世
界
に
は
︑
こ
の
三
国
の
怪
異
伝
奇
小
説
が
︑
言
い
か
え
る
な
ら
東
ア
ジ
ア
の

怪
異
小
説
が
と
も
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
︑
確
認
さ
れ
た
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
に
は
︑
朝
鮮
王
朝
の
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

ま
だ
解
明
す
べ
き
課
題
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒﹃
金
鰲
新
話
﹄
以
外
に
も
︑
生

菴
は
︑
十
六
世
紀
の
文
人
徐
敬
徳

ソ
・
ギ
ョ
ン
ド
ク

の
﹃
花
潭
集
﹄
を
李
精
舎
か
ら
借
り
て
い

て
︑
こ
れ
を
手
写
ま
で
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
寛
文
九
年
八
月
︶︒

生
菴
に
と
っ
て
朝
鮮
の
儒
学
・
文
学
は
身
近
で
親
し
い
も
の
と
し
て
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
詳
細
は
別
稿
に
ゆ
だ
ね
た
い
︒

注①

和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
所
蔵
の
﹃
家
乗
﹄
は
︑
そ
の
一
部
を
含

む
三
浦
家
文
書
が
昭
五
二
年
三
月
﹃
和
歌
山
県
史

近
世
史
料
一
﹄
に
掲
載
紹
介
さ

れ
︑
昭
五
九
年
清
文
堂
出
版
よ
り
影
印
本
が
出
さ
れ
た
︒

②

尾
形
仂
﹁
寸
言
一
儒
医
の
日
記
か
ら
﹂﹃
文
学
﹄
昭
五
七
年
一
一
月
号
～
五
八
年

一
月
号
︒
𡈽
田
衞
﹁﹃
家
乗
﹄
芸
能
記
事
一
覧
﹂﹃
芸
能
史
研
究
﹄
八
四
号
︑
昭
五
九
．

一
︒
長
友
千
代
治
﹁﹃
紀
州
藩

石
橋
家

家
乗
﹄
の
読
書
記
事
﹂﹃
歴
史
公
論
﹄
一
一
三
号
︑
昭

六
〇
．
四
月
︒
山
田
和
人
﹁
報
告
資
料
集
そ
の
一
﹂
三
浦
家
文
書
の
会
編
集
︑
昭
六

〇
︒
柏
原
卓
﹁﹃
紀
州
藩

石
橋
家

家
乗
﹄
の
表
記
・
文
章
・
語
彙
﹂﹃
紀
州
経
済
史
文
化
史
研

究
所
紀
要
﹄
第
五
号
︑
一
九
八
五
．
五
︒
加
美
宏
﹁
形
成
期
の
太
平
記
読
み

︱

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
六



﹃
家
乗
﹄
記
事
を
中
心
に

︱
﹂
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
六
二
巻
一
一
号
︑
昭
六
〇
．
十

一
月
︒
長
友
千
代
治
﹁
﹃
紀
州
藩

石
橋
家

家
乗
﹄
読
書
記
事
抄
録
﹂
﹃
近
世
の
読
書
﹄
日
本
書

誌
学
大
系

︑
清
裳
堂
書
店
︑
昭
六
二
︒
石
川
了
﹁
﹃
家
乗
﹄
に
見
え
た
る
書
肆
か

52

ら
の
借
覧
本
に
つ
い
て
﹂
﹃
貸
本
文
化
﹄
一
四
号
︑
昭
六
二
︒
土
谷
泰
敏
﹁
儒
医
石

橋
生
菴
に
み
る
近
世
俳
諧
の
実
情

︱
紀
州
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
を
資
料
と
し
て

︱
﹂﹃
大
阪
教
育
大
学
紀
要
︵
人
文
科
学
︶
﹄
第
四
二
巻
一
号
︑
平
五
．
九
︒
同

﹁
儒
医
石
橋
生
菴
に
み
る
近
世
俳
諧
の
実
情
︵
二
︶
﹂
﹃
国
文
学
巧
﹄
一
四
一
号
︑
一

九
九
四
．
三
︒
同
﹁
儒
医
石
橋
生
菴
に
み
る
近
世
俳
諧
の
実
情
︵
三
︶﹂﹃
学
大
国

文
﹄
三
八
号
︑
一
九
九
五
．
二
︒
江
本
裕
﹁
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
に
見
え
る
生
庵
の
俳

諧
活
動
﹂﹃
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
﹄
一
九
九
八
．
三
︒
市
古

夏
生
﹃
近
世
初
期
文
学
と
出
版
文
化
﹄
若
草
書
房
︑
一
九
九
八
︒
西
岡
直
樹
﹁
日
記

を
書
く
︿
日
常
﹀

︱
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
﹃
家
乗
﹄
を
素
材
と
し
て

︱
﹂

﹃
人
文
學
﹄
第
一
六
八
号
︑
二
〇
〇
〇
．
一
二
︒
冨
士
昭
雄
﹁
近
世
文
学
と
出
版
流

通
機
構
﹂﹃
江
戸
文
学
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
一
︒
西
岡
直
樹

﹁︿
日
常
﹀
の
な
か
の
近
世
・
恋
す
る
日
々

︱
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
﹃
家
乗
﹄

を
素
材
と
し
て

︱
﹂
﹃
人
文
學
﹄
第
一
七
一
号
︑
二
〇
〇
二
．
三
︒
同
﹁︿
日
常
﹀

の
な
か
の
近
世
・
出
仕
へ
の
道

︱
紀
州
藩
家
老
三
浦
家
文
書
﹃
家
乗
﹄
を
素
材
と

し
て

︱
﹂
﹃
人
文
學
﹄
第
一
八
〇
号
︑
二
〇
〇
七
．
三
な
ど
︒

③

『金
鰲
新
話
﹄
か
ら
の
影
響
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
松
田
修
氏
﹁
浮
世
草
子
の

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

研
究
﹄
若
竹
出
版
︑
昭
二
七
︒
松
田
修
・
渡
辺
守
邦
・
花
田
富
士
夫
氏
校
注
﹃
伽
婢

子
﹄
新
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
に
は
最
新
の
成
果
が
収
め
ら

れ
て
い
る
︒

④

最
初
の
報
告
は
拙
稿
﹁
朝
鮮
刊
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
と
林
羅
山
﹂﹃
朝
鮮
文
学
論

叢
：
大
谷
森
繁
博
士
古
稀
記
念
﹄
白
帝
社
︑
二
〇
〇
二
．
三
︒
﹁
︿
資
料
紹
介
﹀
和
刻

本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
諸
本

︱
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
朝
鮮
時
代
の
小
説

︱
﹂

﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
六
五
号
︑
二
〇
〇
六
．
一
二
︒﹁
梅
月
堂
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
和

刻
本

︱
板
本
の
特
質
と
成
立
時
期

︱
﹂﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
七
〇
号
︑
二
〇

〇
九
．
三
︒﹁︿
資
料
紹
介
﹀
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
諸
本
︵
続
︶
﹂﹃
同
志
社
国
文

学
﹄
第
七
二
号
︑
二
〇
一
〇
．
三
︒

⑤

韓
国
高
麗
大
学
校
崔
溶
澈
教
授
の
発
掘
に
よ
る
︒
同
氏
日
本
語
文
に
﹁
﹃
金
鰲
新

話
﹄
朝
鮮
刊
本
の
発
掘
と
版
本
に
対
す
る
考
察
﹂﹃
大
妻
比
較
文
化
﹄
,
号
︑
二
〇

〇
二
．
三
が
あ
る
︒
拙
稿
﹁
朝
鮮
刊
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
発
掘
報
告
の
紹
介
と
成
立
年

代
﹂﹃
朝
鮮
学
報
﹄
第
一
七
四
輯
︑
二
〇
〇
一
．
一
︵
の
ち
﹃
語
り
物
の
比
較
研
究
﹄

翰
林
書
房
に
収
載
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑥

曲
直
瀬
正
琳
の
蔵
書
印
か
ら
判
明
し
て
い
る
︒
拙
稿
﹁
朝
鮮
刊
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄

の
旧
所
蔵
者
養
安
院
と
蔵
書
印

︱
道
春
訓
点
和
刻
本
に
先
行
す
る
新
出
本

︱
﹂

﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
五
五
号
︑
二
〇
〇
一
．
一
二
参
照
︒

⑦

和
歌
山
文
化
協
会
編
﹃
先
覚
文
化
功
労
者
顕
彰

李
梅
渓
翁
小
伝
﹄
和
歌
山
文
化

協
会
︑
一
九
七
五
︒
平
岡
繁
一
編
﹃
紀
州
藩
儒
者
李
梅
渓
父
子
資
料
上
﹄
一
九
八
五
︒

松
田
甲
﹁
紀
州
徳
川
家
の
大
儒
李
梅
渓
﹂﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
三
編
︑
一
九
二
六
︵
原

書
房
一
九
七
六
︶
等
参
照
︒
な
お
本
稿
で
は
李
真
栄
・
李
梅
渓
・
李
清
軒
の
人
物
に

つ
い
て
は
詳
述
し
て
い
な
い
︒

⑧

注
①
村
瀬
憲
夫
氏
執
筆
﹁
解
題
﹂︒

⑨

注
①
村
瀬
憲
夫
氏
執
筆
﹁
解
題
﹂︑
及
び
注
②
掲
出
の
尾
形
仂
氏
︑
長
友
千
代
治

氏
の
各
論
参
照
︒

⑩

注
②
の
長
友
千
代
治
氏
﹁﹃
紀
州
藩

石
橋
家
家
乗
﹄
読
書
記
事
抄
録
﹂︑
六
一
～
六
二
頁
︒

⑪

注
⑩
の
六
五
頁
︒

⑫

慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
﹃
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成

一
﹄
井
上
書
房
︑
昭
三
一
︒
阿
部
隆
一
氏
﹁
解
題
﹂︒

⑬

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

⑭

坂
巻
甲
太
氏
﹃
浅
井
了
意
怪
異
小
説
の
研
究
﹄︵
新
典
社
︑
平
二
︶︑
注
②
の
市
古

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
七



夏
生
氏
著
書
︑
冨
士
昭
雄
氏
編
著
書
な
ど
︒

⑮

注
②
の
土
谷
氏
︑
江
本
氏
の
論
考
︒

⑯

注
⑩
の
六
一
頁
︒

⑰

注
④
の
拙
稿
﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
六
五
号
︒

⑱

鈴
木
健
一
氏
﹃
林
羅
山
年
譜
稿
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
九
︒

紀
州
藩
石
橋
家
﹃
家
乗
﹄
と
朝
鮮
文
学
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
八


