
式亭三馬の合巻と読本(本田）

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
一
号
（
一
九
七
五
年
三
月
）

要
旨
式
亭
三
馬
は
滑
稽
本
「
浮
世
風
呂
」
の
作
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
当
時
の
文
壇
に
あ
っ
て
彼
は
い
か
な
る
文
芸
を
追

求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
真
に
こ
の
作
者
の
支
え
と
な
っ
た
作
品
は
何
か
。
そ
の
点
で
は
先
ず
文
化
三
年
の
合
巻
「
雷
太
郎
強

悪
物
語
」
の
大
当
り
を
考
え
た
い
。
こ
の
作
品
な
し
に
は
式
亭
三
馬
は
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」

「
力
競
稚
敵
討
」
な
ど
文
化
期
初
頭
の
悪
漢
小
説
、
残
酷
小
説
で
三
馬
は
有
名
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
三
馬
の
作
風
は
「
雷
太
郎
強

悪
物
語
」
と
文
化
五
年
の
草
稿
「
坂
東
太
郎
強
盗
證
」
を
結
ぶ
線
で
考
え
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
文
化
三
年
に
書
き
始
め
ら
れ
た
読
本

「
阿
古
義
物
語
」
の
中
心
人
物
、
白
波
雲
平
の
悪
漢
像
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
悪
漢
は
読
本
の
創
作
方
法
を
合
巻

に
と
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
三
馬
の
合
巻
の
作
風
は
と
も
か
く
生
涯
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
、
遺
稿

「
雲
龍
九
郎
倫
盗
伝
」
は
楽
亭
西
馬
、
仮
名
垣
魯
文
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
て
幕
末
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
年
少
者
を
中
心
と
す
る

庶
民
大
衆
の
夢
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

式
亭
三
馬
の
合
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読
本
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三
馬
の
文
芸
の
特
徴
は
は
や
く
水
谷
不
倒
が

…
：
：
：
酒
落
本
一
変
し
て
一
九
の
中
本
と
な
り
、
狭
斜
世
界
は
押
拡
げ
ら
れ
て
我
が
下
流
全
体
の
世
界
と
な
り
し
を
、
三
馬
更
に
一

変
し
て
江
戸
町
内
の
世
界
と
な
し
、
漸
く
本
来
の
花
柳
脈
を
解
脱
し
、
齊
通
の
人
情
を
主
眼
と
し
き
、
叙
事
体
に
て
之
を
な
し
し
は

此
の
以
前
に
其
磧
自
笑
あ
れ
ど
も
対
話
体
は
三
馬
が
嗜
欠
な
る
べ
し
：
：
…
。
．
（
列
伝
林
小
説
史
）

と
述
べ
て
い
る
様
に
会
話
体
に
よ
る
江
戸
町
内
の
描
写
に
あ
っ
た
。
三
馬
自
身
が
住
み
、
そ
の
読
者
も
住
ん
で
い
る
江
戸
町
内
の
今
の
生

活
、
「
普
通
の
人
情
」
を
あ
り
あ
り
と
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
な
ど
の
滑
稽
本
の
系
譜
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
戯
作
者
三
馬
の
世
界
の
全
体
を
見
渡
す
と
こ
の
こ
と
以
上
に
、
一
は
油
劇
、
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
に
取
材
す
る
合
巻
の
工
夫
、

’
二
は
合
巻
・
読
本
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
悪
漢
小
説
の
作
成
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
二
の
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
に
始
ま
る
合

巻
の
作
成
は
読
本
「
阿
古
義
物
語
」
、
「
魁
草
紙
」
（
遺
稿
）
の
作
風
と
も
屯
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
戯
作
界
に
あ
っ
て

三
馬
の
か
け
が
え
の
な
い
支
え
と
な
り
、
生
涯
に
わ
っ
て
こ
の
様
な
作
、
Ⅲ
作
風
の
実
現
を
追
い
求
め
続
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
こ
の
称
の
作
品
の
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

「
笛
太
郎
強
悪
物
語
」
（

（
１
）

書
い
た
。
そ
の
初
編
序
に

｜
雷
太
郎
か
ら
坂
東
太
郎
へ

…
…
先
年
い
か
づ
ち
太
郎
ご
う
あ
く
物
語
と
い
ふ
十
冊
物
を
出
し
た
れ
ば
お
子
さ
ま
が
た
の
大
評
ば
ん
に
て
板
元
も
三
馬
が
し
や

は
じ
め
に

し
の
が
た
叩

（
文
化
三
年
刊
）
大
当
り
の
二
年
後
、
文
化
五
年
に
三
馬
は
同
柿
の
悪
漢
小
説
「
坂
東
太
郎
強
盗
諦
」
の
草
稿
を
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刀
弥
蔵
は
幼
時
よ
り
盗
み
心
あ
り
、
ま
た
残
酷
で
、
あ
る
時
、
盗
み
を
密
告
し
た
友
人
の
曲
松
を
大
木
に
縛
り
つ
け
大
力
の
三
之
助
（
後

の
刀
堕
三
郎
）
と
共
に
左
右
よ
り
両
手
を
引
き
、
腕
を
引
き
抜
い
て
殺
す
。
ま
た
郷
士
深
井
業
右
衛
門
の
家
に
盗
み
に
這
入
っ
て
捕
え
ら

れ
た
の
を
逆
恨
み
し
、
或
日
、
業
右
衛
門
が
酒
に
酔
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
鋤
で
な
ぐ
り
殺
す
。
か
ね
て
業
右
衛
門
に
恨
み
を
抱
い
て
い
た

次
郎
吉
（
後
の
異
婁
魔
二
郎
）
は
或
夜
ひ
そ
か
に
塚
を
あ
ば
き
、
業
右
衛
門
の
居
間
の
縁
の
下
に
穴
を
掘
り
死
骸
を
逆
さ
ま
に
埋
め
る
。

次
郎
吉
は
父
直
助
の
薬
代
を
求
め
る
為
、
庄
家
と
相
談
し
て
小
磯
の
布
の
色
子
茶
屋
へ
身
売
し
た
。
し
か
し
庄
家
は
そ
の
身
代
金
百
両

れ
ぬ
を
嬉
し
が
り
は
な
は
だ
ゑ
つ
に
入
り
ま
し
た
し
か
し
か
の
作
意
は
新
ら
し
い
と
い
ふ
で
も
な
く
今
の
御
見
物
に
は
こ
の
や
う
な

腹
で
は
ど
う
だ
と
一
ば
ん
さ
ぐ
っ
て
見
た
所
が
運
よ
く
探
り
当
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
…
：
：
。
．

と
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
に
、
こ
の
種
の
草
双
紙
の
読
者
で
あ
る
「
お
子
さ
ま
が
た
」
の
好
み
を
先
取
り
し
て
敵
討
も
の
全

盛
の
草
双
紙
界
に
「
雷
太
郎
」
の
一
作
を
投
じ
、
大
当
り
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
内
容
は
周
知
の
如
く
、
雷
太
郎
と
い
う
悪
漢
の
一
代

記
で
、
十
冊
五
十
丁
の
全
場
面
の
約
半
分
は
彼
と
仲
間
の
悪
党
に
よ
る
惨
殺
、
格
闘
、
切
り
合
い
、
あ
る
い
は
亡
霊
出
現
の
場
面
で
、
そ

れ
を
非
業
の
死
を
と
げ
た
人
々
の
遺
族
が
浅
草
観
音
の
加
護
に
よ
っ
て
敞
討
す
る
と
い
う
筋
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
特
徴
は

「
．
．
…
・
い
か
づ
ち
太
郎
に
も
う
一
ぱ
い
あ
ぶ
ら
を
乗
せ
た
る
ば
ん
ど
う
太
郎
…
・
・
・
」
（
前
掲
初
編
序
）
と
い
う
「
坂
東
太
郎
強
盗
弾
」
を
重

ね
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
確
か
め
る
事
が
出
来
よ
う
。

初
編
上
下
五
冊
（
歌
川
豐
国
画
、
文
政
七
年
刊
）
・
中
編
・
後
編
（
共
に
上
下
五
冊
、
歌
川
豊
国
画
、
文
政
八
年
刊
）
を
通
し
て
主
人
公
坂
東

と
ね
ぞ
う

い
る
ま

と
だ

（
？
］
｝

太
郎
（
実
名
、
荒
川
刀
弥
蔵
）
と
そ
の
仲
間
、
異
婁
魔
二
郎
（
幼
名
、
次
郎
吉
）
、
刀
堕
三
郎
（
幼
名
、
三
之
助
）
の
行
状
を
追
っ
て
み
よ
う
。

下
総
国
荒
川
の
貧
農
、
荒
川
刀
弥
衛
門
の
家
へ
盗
賊
が
押
入
り
娘
を
犯
し
金
三
十
両
を
置
い
て
去
る
。
娘
は
懐
妊
し
、
そ
の
産
の
為
、

死
ぬ
。
こ
の
様
に
し
て
出
生
し
た
の
が
刀
弥
蔵
（
後
の
坂
東
太
郎
）
で
あ
り
、
盗
賊
、
つ
ま
り
刀
弥
蔵
の
実
父
は
筑
波
五
郎
と
い
う
幻
術

を
使
う
山
賊
の
首
領
で
あ
っ
た
。
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異
婁
魔
二
郎
は
女
に
姿
を
や
つ
し
呉
服
屋
で
詐
欺
を
働
ら
く
。
ま
た
、
愚
六
と
い
う
律
義
な
百
姓
の
嫁
と
な
っ
た
が
、
愚
六
に
木
綿
を

買
い
に
や
り
、
そ
の
布
地
に
傷
を
つ
け
て
取
換
え
に
や
る
。
愚
六
は
店
で
打
螂
さ
れ
る
。
そ
の
夜
愚
六
を
締
め
殺
し
呉
服
屋
で
の
傷
が
も

と
で
死
ん
だ
と
死
骸
を
店
へ
か
つ
ぎ
こ
み
、
代
官
所
へ
訴
え
る
と
い
っ
て
二
百
両
を
せ
し
め
る
。
一
方
、
坂
東
太
郎
は
金
さ
き
の
お
さ
だ

と
い
う
財
産
の
あ
る
し
か
し
醜
女
で
大
力
の
女
と
関
係
し
て
い
る
。
家
へ
妾
お
わ
か
を
呼
び
入
れ
た
こ
と
か
ら
女
二
人
の
争
い
と
な
る
。

を
持
帰
る
途
中
、
西
方
寺
の
山
内
で
盗
賊
筑
波
五
郎
の
手
下
に
殺
さ
れ
、
金
を
奪
わ
れ
る
。
恰
度
こ
の
寺
の
坊
主
と
な
っ
て
い
た
三
之
助

は
あ
り
あ
う
卒
都
婆
で
盗
賊
を
な
ぐ
り
殺
し
金
を
と
り
書
置
を
残
し
て
去
る
。

直
助
は
身
を
歎
い
て
妻
と
共
に
自
害
、
三
之
助
の
親
も
庄
兵
術
、
直
助
へ
の
言
訳
に
首
を
括
っ
て
死
ぬ
。
次
郎
吉
は
証
拠
の
書
置
を
庄

家
方
よ
り
お
く
ら
れ
三
之
助
を
討
と
う
と
思
い
暮
ら
す
。

大
磯
の
揚
屋
の
後
家
は
次
郎
吉
の
色
香
に
打
込
み
毎
夜
葛
籠
に
い
れ
て
呼
入
れ
て
い
た
。
次
郎
吉
は
あ
る
夜
出
来
心
に
て
後
家
を
し
め

殺
し
金
を
奪
い
な
に
げ
な
い
風
で
葛
籠
に
入
っ
て
帰
る
。
大
磯
化
地
蔵
の
辻
堂
で
若
い
者
が
葛
籠
を
お
ろ
し
て
休
ん
で
い
る
処
へ
後
家
の

下
総
を
逃
げ
出
し
た
三
之
助
は
恰
度
、
化
地
蔵
の
後
に
い
た
が
騒
ぎ
に
ま
ぎ
れ
、
か
の
葛
籠
を
さ
げ
て
逃
げ
る
。
三
之
助
は
道
で
盗
賊

に
遭
い
斬
り
合
い
と
な
っ
た
が
、
そ
の
盗
賊
は
刀
弥
蔵
で
あ
っ
た
。
二
人
話
し
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
葛
籠
の
中
か
ら
次
郎
吉
が
出
て
く
る
。

次
郎
吉
は
こ
れ
ま
で
三
之
助
を
親
の
敵
と
恨
ん
で
い
た
が
、
三
之
助
が
金
を
奪
っ
た
の
は
次
郎
吉
の
身
代
金
と
知
ら
ず
に
し
た
事
と
分

り
、
刀
弥
蔵
の
仲
介
で
こ
れ
よ
り
三
人
心
を
合
わ
せ
て
盗
賊
と
な
り
栄
華
を
極
め
よ
う
と
決
意
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
坂
東
太
郎
（
刀
弥
蔵
）
、

異
婁
魔
次
郎
（
次
郎
吉
）
、
刀
墜
三
郎
（
三
之
助
）
と
改
名
す
る
。

刀
堕
三
郎
は
大
磯
の
傾
城
を
妻
と
し
男
子
を
も
う
け
る
。
或
夜
、
百
日
も
た
た
な
い
水
子
が
五
、
七
歳
の
童
子
と
変
じ
行
燈
の
油
を
な

家
か
ら
追
手
が
迫
る
。

め
る
。
三
郎
、
子
を
殺
す
．
（
以
上
、
初
編
）

ｌ
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筑
波
五
郎
は
鎌
倉
蛇
谷
の
福
富
長
者
の
金
銀
を
奪
お
う
と
し
青
砥
川
の
辻
堂
で
見
張
り
に
出
た
手
下
の
合
図
を
待
っ
て
い
る
。
坂
東
太

郎
、
異
婁
魔
二
郎
、
刀
堕
三
郎
も
同
じ
夜
福
富
家
へ
押
入
ろ
う
と
し
て
筑
波
五
郎
に
出
会
う
。
刀
堕
三
郎
、
老
い
た
筑
波
五
郎
を
討
つ
。

坂
東
太
郎
等
は
福
富
の
家
の
者
に
斬
り
た
て
ら
れ
逃
げ
た
が
、
そ
の
途
中
、
太
郎
は
筑
波
五
郎
の
亡
霊
に
会
い
昔
か
ら
の
話
し
を
聞
い
た
。

筑
波
五
郎
は
天
命
で
術
が
き
か
な
く
な
り
刀
堕
三
郎
に
討
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
郎
は
異
婁
魔
二
郎
と
共
に
親
の
仇
刀
堕
三
郎
を
討
つ
。

両
人
は
住
家
へ
帰
っ
た
が
沢
多
の
亡
霊
火
の
車
を
ひ
い
て
下
り
、
太
郎
を
載
せ
て
虚
空
へ
上
る
。
太
郎
う
め
き
叫
ん
で
苦
し
む
。
異
婁

魔
二
郎
に
は
業
右
衛
門
、
愚
六
の
怨
霊
が
と
り
つ
き
首
と
胴
と
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
る
。
（
第
三
編
）

以
上
の
粗
筋
に
よ
っ
て
分
る
様
に
本
書
は
強
盗
、
強
姦
、
詐
欺
、
窃
盗
、
殺
人
な
ど
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
を
書
い
た
草
双
紙
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
間
に
は
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
犠
牲
者
の
亡
霊
や
妖
怪
変
化
が
出
没
す
る
。
各
綿
の
主
要
な
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
筑
波
五
郎
（
坂
東

坂
東
太
郎
、
い
ば
ら
と
金
を
山
分
け
に
し
た
が
、
或
夜
忍
び
こ
ん
で
金
を
奪
い
婆
を
殺
す
。
そ
れ
と
も
知
ら
ず
、
よ
る
べ
を
失
っ
た
小

雪
は
太
郎
と
夫
婦
に
な
る
。
前
の
妻
お
さ
だ
が
邪
魔
に
な
る
の
で
刀
随
三
郎
に
頼
ん
で
殺
す
。
太
郎
、
小
雪
一
子
を
も
う
け
る
。
小
雪
は

太
郎
の
行
状
を
見
か
ね
て
忠
告
す
る
が
短
気
の
太
郎
は
火
い
れ
で
面
を
打
ち
、
小
雪
は
太
郎
の
足
に
喰
い
つ
く
。
太
郎
は
小
雪
に
そ
の
母

い
ば
ら
を
殺
し
た
の
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
殺
し
、
死
骸
を
子
と
共
に
谷
底
へ
蹴
落
す
。

太
郎
は
足
の
傷
が
全
身
に
ひ
ろ
が
り
癩
病
の
ご
と
く
な
る
。
毎
夜
、
鼠
が
現
わ
れ
血
を
吸
い
痛
み
耐
え
難
い
。
こ
れ
は
小
雪
の
怨
霊
の

な
す
業
で
あ
っ
た
。

お
わ
か
は
病
死
し
た
が
、
狂
乱
し
た
お
さ
だ
は
な
お
も
死
骸
と
争
う
。
（
第
二
編
）

坂
東
太
郎
の
近
所
に
い
ば
ら
と
い
う
貧
欲
深
い
老
婆
と
継
子
小
雪
が
い
た
。
太
郎
は
小
雪
を
見
染
め
口
説
く
が
従
わ
ぬ
の
で
一
計
を
案

じ
婆
に
小
雪
を
奉
公
に
出
す
こ
と
を
勧
め
る
。
難
波
の
商
人
が
百
両
で
妾
と
し
た
が
、
坂
東
太
郎
ひ
そ
か
に
奪
い
、
そ
の
上
で
商
人
に
会

っ
て
娘
の
行
方
を
問
い
、
恐
喝
す
る
。
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本
書
の
草
稿
は
前
述
し
た
様
に
少
な
く
と
も
主
要
な
部
分
は
文
化
五
年
に
は
完
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
殺
伐
・
残
酷
な
作
風

は
こ
の
年
の
二
一
馬
の
合
巻
一
般
の
作
風
と
も
一
致
す
る
。
た
と
え
ば
本
年
刊
行
さ
れ
た
「
棡
鈩
除
虻
梛
力
競
稚
敵
討
」
（
春
亭
画
）
は
平
方
円

太
夫
の
家
で
継
母
・
山
柴
と
そ
の
姦
夫
・
台
蔵
が
二
人
の
継
子
を
さ
い
な
ん
で
殺
し
、
真
相
が
判
明
す
る
に
及
ん
で
円
太
夫
を
も
殺
す
と

い
う
話
が
全
八
巻
中
の
四
巻
を
し
め
て
い
る
。
ま
た
「
榔
剛
鋤
草
紙
」
（
国
貞
画
七
冊
）
は
幼
時
よ
り
蛇
を
喰
う
習
慣
の
あ
っ
た
お
長
が

蛇
つ
か
い
と
な
り
ま
た
背
中
に
う
わ
ば
み
の
入
墨
を
し
た
女
侠
客
と
な
る
と
い
っ
た
話
し
が
中
心
で
あ
り
、
ま
た
「
峨
椛
馴
鵬
復
讐
両
股
塚
」

（
春
亨
画
、
六
冊
）
は
化
け
猫
が
人
を
喰
い
殺
し
様
々
の
た
た
り
を
な
す
筋
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。

但
し
、
こ
う
い
っ
た
作
風
は
ま
た
三
馬
の
み
な
ら
ず
こ
の
時
期
の
合
巻
全
体
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
も
あ
っ
た
。

文
化
五
年
、
「
御
懸
り
役
頭
」
か
ら
名
主
へ
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
が
蔦
屋
重
三
郎
よ
り
馬
琴
あ
て
の
書
状
（
九

月
二
十
日
付
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
著
作
堂
雑
記
）

一
、
男
女
共
兇
悪
の
事
一
、
同
奇
病
を
煩
ひ
身
中
よ
り
火
杯
然
出
、
右
に
付
怪
異
の
事
一
、
悪
婦
強
力
の
須
一
、
女
井
幼
年
者

盗
賊
筋
の
事
一
、
人
の
首
杯
飛
廻
り
候
事
一
、
葬
礼
の
体
一
、
水
腐
の
死
骸
一
、
天
災
之
事
一
、
異
烏
異
獣
の
図

右
の
外
、
蛇
杯
身
体
手
足
へ
巻
付
居
候
類
、
一
切
…
・
・
・
夫
婦
の
契
約
致
し
、
後
に
親
子
兄
妹
の
曲
相
知
れ
候
類
、
都
而
当
時
に
拘
り
候

一
、
男
女
”

盗
賊
筋
の
事

右
の
外
、
皿

類
は
不
宜
由
、

と
い
う
の
で
あ
る
が
こ
の
禁
止
さ
れ
た
条
々
は
そ
っ
く
り
三
馬
の
右
の
合
巻
の
各
場
面
に
該
当
す
る
。
特
に
「
坂
東
太
郎
強
盗
證
」
は

も

端
的
に
、
禁
じ
ら
れ
た
各
条
に
一
致
す
る
し
、
「
女
井
幼
年
者
盗
賊
筋
の
無
」
に
至
っ
て
は
そ
の
ま
ま
本
詳
の
主
題
で
あ
っ
た
。
草
双
紙

あ
る
。

太
郎
の
父
）
は
秩
父
に
山
塞
を
構
え
近
国
を
俳
佃
す
る
盗
賊
の
蚊
で
、
も
ろ
こ
し
明
の
冷
謙
の
術
を
得
た
妖
術
適
い
で
あ
り
、
富
家
に
入

て
財
を
奪
い
窮
民
を
施
し
助
け
る
。
犯
罪
小
説
で
も
あ
る
し
怪
奇
物
語
で
も
あ
る
本
書
の
構
想
が
各
場
面
の
絵
組
み
を
支
え
て
い
る
の
で
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の
主
要
な
読
者
が
婦
女
・
幼
年
者
で
あ
っ
た
事
を
考
え
る
と
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
特
に
厳
し
く
吟
味
さ
れ
た
事
も
想
像
さ
れ
る
し
、

こ
の
辺
に
本
書
が
こ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
か
く
も
、
こ
の
様
な
時
代
の
雰
囲
気
の
中
で
三
馬
が
合
巻
作
者
と
し
て
流
行
に
便
乗
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
作
柄
か
ら
見
て
も
題
名
や
序
文
の
記
述
か
ら
み
て
も
「
坂
東
太
郎
強
盗
潭
」
は
明
か
に
「
…
…
い
か
づ
ち
太
郎
に
も
う
一
ぱ
い
あ

ぶ
ら
を
乗
せ
た
…
…
」
（
初
編
序
）
合
巻
で
あ
っ
て
、
文
化
三
年
の
「
雷
太
郎
」
と
文
化
五
年
の
「
坂
東
太
郎
」
を
結
ぶ
線
に
三
馬
の
作
風

の
主
流
が
存
し
こ
の
様
な
悪
漢
小
説
を
主
軸
と
す
る
残
酷
、
殺
伐
な
作
風
に
よ
っ
て
草
双
紙
界
の
第
一
線
の
作
者
と
し
て
時
流
に
乗
っ
て

活
躍
し
よ
う
と
し
た
事
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
附
言
す
れ
ば
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
は
三
馬
が
栖
落
、
滑
稽
を
本
質
と
す
る
黄
表
紙
の
作
風
か
ら
転
身
し
た
第
一
作
で
あ
っ
て

様
々
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
そ
の
、
王
人
公
の
命
名
の
出
処
と
な
っ
た
「
宙
獣
」
で
あ
る
。
主
人
公
の
關
太
郎
は
は
じ
め
「
来

太
郎
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
、
落
需
の
日
、
雨
雲
の
中
か
ら
現
わ
れ
た
こ
の
雷
獣
と
格
闘
す
る
。
「
い
か
づ
ち
」
と
争
っ
た
の
は
彼
一

人
で
あ
る
と
い
う
の
で
一
宇
改
め
て
「
雷
太
郎
」
と
改
名
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
作
に
必
須
の
一
趣
呵
で
あ
っ
た
。

ｊ
雷
獣
は
朝
倉
無
声
著
「
見
世
物
研
究
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
明
和
二
年
江
戸
両
国
橋
の
見
世
物
と
な
り
以
後
も
江
戸
、
大
阪
、
名
古

田本
屋
で
み
せ
て
い
る
。
明
和
版
「
震
雷
記
」
に
よ
る
と
同
二
年
七
月
下
旬
に
相
州
両
降
山
に
落
雷
が
あ
り
、
そ
の
時
捕
え
た
奇
獣
で
鼬
に
似

淋
て
大
き
く
色
や
や
黒
く
頭
か
ら
尾
ま
で
二
尺
五
六
寸
、
晴
天
の
日
は
お
と
な
し
い
が
、
雨
や
曇
り
の
日
に
は
暴
れ
て
近
寄
れ
な
い
と
い
う
。

一
三
ｎと巻

こ
の
雷
獣
は
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
刊
行
の
頃
も
両
国
の
畷
り
場
の
有
名
な
見
世
物
で
あ
っ
た
。
叶
福
助
神
の
開
帳
の
折
の
両
国
を
猫

ム
ロの

写
し
た
「
叶
禍
助
略
縁
記
」
（
文
化
二
年
刊
）
中
に

馬一
牝
○
雷
獣
じ
ゃ
ノ
ー
、
い
け
ど
り
ノ
ー
、
か
ん
な
り
の
い
け
ど
り
は
是
じ
沖
せ
う
の
物
を
せ
う
で
お
目
に
か
け
ま
す
ト
州
呼
側
吠
罪
秘
戴
密
叱
亜
帥
川

式
縦
た

お
し
よ
う
「
気
ち
が
ひ
だ
ん
く
い
そ
ば
へ
よ
ら
つ
し
や
る
な
お
や
じ
「
な
に
は
あ
小
屋
の
中
で
う
な
り
申
は
永
猪
だ
ん
べ
へ
田
畑
を

－189－



曲
亭
馬
琴
は
三
馬
の
草
双
紙
に
つ
い
て

．
…
：
文
化
中
天
明
水
篇
伝
と
か
云
写
本
の
俗
書
に
も
と
づ
き
て
い
た
く
殺
伐
な
る
臭
草
紙
（
牛
子
魔
陀
六
物
語
の
類
也
）
を
設
け
て
時

好
に
媚
び
し
か
ば
其
名
一
時
に
燥
が
し
く
な
り
た
り
．
…
・
…
．
（
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
牛
子
魔
陀
六
物
語
」
と
い
う
の
は
前
述
し
た
「
柵
祁
献
筵
棚
力
競
稚
敵
討
」
（
八
冊
、
勝
川
春
亭
画
文
化
五
年

刊
）
の
こ
と
で
、
「
式
亭
雑
記
」
文
化
八
年
四
月
十
九
日
の
条
に

先
年
近
江
屋
権
九
郎
殿
開
板
絵
草
紙
合
巻
に
、
力
競
稚
敵
討
全
部
八
冊
も
の
に
て
趣
向
は
牛
子
魔
駄
六
関
戸
矢
治
郎
と
い
ふ
も
の
の

「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
の
性
格
は
、
し
か
し
、
こ
の
種
の
思
い
つ
き
は
と
も
か
く
と
し
て
以
上
み
て
き
た
様
に
文
化
五
年
の
「
坂
東
太

（
３
）

郎
強
盗
證
」
へ
繋
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
当
り
の
原
因
は
文
化
初
頭
の
敵
討
も
の
草
双
紙
の
流
行
に
三
馬
が
新
た
に
残
酷
小
説
、
悪

漢
小
説
を
投
じ
た
事
に
よ
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
成
功
が
以
後
の
三
馬
の
作
風
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
こ
の
作
風

の
生
ま
れ
た
背
景
、
関
連
す
る
事
柄
な
ど
を
ま
と
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

次
筆
」
（
文
化
三
年
刊

で
紹
介
し
て
い
る
。

↑
わ
〃
、
し
よ
う

ぜ
に
た
か
ら

あ
ら
し
て
胆
を
い
ら
し
て
な
り
申
さ
れ
へ
い
け
畜
生
づ
ら
を
銭
宝
を
さ
ん
だ
し
て
慰
撫
の
す
る
と
は
で
つ
け
い
べ
ら
ぼ
う
だ

き
も

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
田
舎
者
の
江
戸
見
物
と
い
う
趣
向
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
書
か
れ
て
い
る
が
見
世
物
小
屋
の
様
子
な
ど
想
像
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
読
者
層
周
知
の
両
国
橋
の
雷
獣
に
着
眼
し
、
主
人
公
来
太
郎
と
闘
わ
せ
る
構
想
に
三
馬
の
才
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

因
に
文
化
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
曲
亭
馬
琴
の
読
本
「
雲
妙
間
雨
夜
月
」
は
巻
頭
図
説
（
文
化
四
年
識
）
に
右
の
「
震
雷
記
」
、
ま
た
「
閑
田

次
筆
」
（
文
化
三
年
刊
）
を
引
用
し
、
享
和
元
年
五
月
十
日
、
芸
州
九
日
市
の
塩
寵
へ
落
ち
て
死
ん
だ
と
い
う
雷
獣
（
閑
田
次
筆
）
を
絵
入
り

’
一
三
馬
と
悪
漢
小
説
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湖
っ
て
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
と
「
天
明
水
符
伝
」
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
雷
太
郎
が
お
鵺
を
口
説
き
落
す
と
こ
ろ
は
「
天

明
水
筒
伝
」
の
太
田
徳
次
郎
（
後
の
神
道
徳
次
郎
）
が
音
羽
に
恋
慕
し
て
想
い
を
遂
げ
る
条
に
拠
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
共
に
父
親
に
と
り
い

り
、
一
方
、
従
は
ね
ば
一
家
皆
殺
し
に
す
る
と
娘
を
お
ど
す
手
口
で
あ
る
。
ま
た
、
山
口
剛
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
様
に
（
日
本
文
学
大

辞
典
）
、
雷
太
郎
が
、
江
戸
、
熊
谷
、
那
須
、
秩
父
、
大
磯
と
活
躍
す
る
舞
台
の
大
き
さ
、
ま
た
そ
の
山
塞
や
海
賊
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
天
明

水
詩
伝
」
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
関
係
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
時
流
に
乗
り
大
当
り
を
得
た
作
品
で
あ
っ
た
。

馬
琴
の
云
う
「
天
明
水
符
伝
」
と
の
関
係
は
、
そ
の
主
人
公
神
道
徳
次
郎
が
筑
後
岡
高
良
山
の
賊
窟
を
奪
う
と
こ
ろ
、
神
道
の
手
下
筒

童
が
火
柱
夜
叉
と
組
打
つ
と
こ
ろ
な
ど
を
牛
子
魔
駄
六
の
山
塞
、
関
戸
矢
二
郎
が
牛
子
を
討
つ
と
こ
ろ
に
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
悪
党
の

台
蔵
、
山
柴
が
山
塞
の
魔
駄
六
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
旅
宿
を
営
み
毒
饅
頭
を
喰
せ
て
金
銭
を
奪
う
話
は
「
水
詩
伝
」
第
二
十
七
回
「
母

（
４
）

夜
叉
孟
州
道
に
人
肉
を
売
り
武
都
頭
十
字
城
に
張
青
に
遇
う
」
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
馬
琴
は
こ
の
「
力
競
稚
敵
討
」
な
ど
を
想

起
し
つ
つ
、
三
馬
の
殺
伐
な
作
風
、
そ
の
人
気
を
述
べ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
三
馬
の
こ
の
種
の
作
品
は
「
天
明
水
耕
伝
」
と
関
係
は
あ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
説
明
す
る
の
は
不
充
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
力
競
稚
敵
討
」
に
し
て
も
、
前
述
し
た
様
に
、
姦
婦
の
継
子
殺
し
が
相
当
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
、
ま
た
関
戸
矢
二
郎
の
敵
討
を
書
い

た
作
で
あ
っ
て
、
天
明
水
符
伝
の
翻
案
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
牛
子
魔
駄
六
の
山
塞
な
ど
が
水
耕
伝
を
想
わ
せ
る
程
度
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
点
で
云
え
ば
、
「
坂
東
太
郎
強
盗
證
」
の
筑
波
五
郎
（
坂
東
太
郎
の
父
）
も
秩
父
の
山
塞
に
こ
も
る
山
賊
の

首
領
で
同
種
の
人
物
で
あ
っ
た
。

た

|）
強
力
物
語
、
只
顧
嬰
童
の
覧
を
承
と
す
る
作
意
な
り
し
が
お
も
は
ず
も
其
年
の
大
あ
た
り
に
て
部
数
他
の
草
紙
に
比
し
て
当
年
の
冠
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山
口
剛
氏
の
御
指
摘
は
正
し
い
と
思
う
が
、
そ
う
い
っ
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
大
盗
賊
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
点
か
ら
云
え
ば
、
雷
太
郎
、

坂
東
太
郎
、
牛
子
魔
陀
六
、
な
ど
に
共
通
す
る
し
、
後
年
の
三
馬
の
作
品
中
に
も
そ
の
種
の
人
物
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ

た
悪
漢
像
の
形
成
に
苦
心
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
時
期
の
三
馬
の
合
巻
作
者
と
し
て
の
成
長
の
根
源
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

勿
論
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
曲
亭
馬
琴
や
ま
た
山
口
剛
氏
の
説
く
様
に
「
天
明
水
詩
伝
」
と
の
関
係
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
作
者
三
馬
の
側
か
ら
み
れ
ば
状
況
は
か
な
り
複
雑
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
、
「
天
明
水
符
伝
」
だ
け
か
ら
こ

の
種
の
悪
漢
小
説
が
生
ま
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

悪
漢
小
説
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
の
山
賊
、
安
達
太
郎
の

こ
と
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
は
鈴
木
重
三
氏
が
指
摘
さ
れ
た
様
に
（
合
巻
に
つ
い
て
、
大
東
急
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
、

第
九
巻
）
中
国
白
話
小
説
「
醒
世
恒
言
」
の
第
三
十
三
話
「
十
五
貫
戯
言
成
巧
禍
」
の
翻
案
で
あ
り
、
直
接
に
は
訓
訳
本
「
小
説
精
言
」

（
寛
保
三
年
刊
、
岡
田
白
駒
著
）
巻
一
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
半
の
部
分
が
同
じ
「
醒
世
恒
言
」
の
第
二
十
二
話
「
張
淑
児

巧
智
脱
楊
生
」
（
小
説
精
言
、
巻
三
所
収
）
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
も
鈴
木
氏
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

笈
冷
力
毎
一
れ
ふ
で

「
十
五
貫
戯
言
成
巧
禍
」
は
す
で
に
馬
琴
が
寛
政
八
年
刊
黄
表
紙
「
墨
田
川
柳
禿
筆
」
に
翻
案
し
た
事
を
水
野
稔
氏
が
指
摘
さ
れ
（
馬
琴

の
短
篇
合
巻
、
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
・
文
芸
研
究
第
十
一
号
）
、
ま
た
小
枝
繁
の
読
本
「
絵
本
東
嗽
錦
」
（
葛
飾
北
斎
画
、
文
化
二
年
刊
）
に
こ

の
翻
案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
横
山
邦
治
氏
が
論
じ
て
い
る
（
小
枝
繁
の
読
本
一
二
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
四
六
年
二
月
号
）
。

特
に
「
絵
本
東
嗽
錦
」
は
「
十
五
貫
戯
言
成
巧
禍
」
を
脚
色
し
、
酒
乱
の
兄
が
討
た
れ
、
謹
厚
な
弟
が
そ
の
敵
討
を
す
る
と
い
う
筋
と
し
、

最
後
に
近
く
、
箱
根
山
の
山
塞
で
少
女
の
手
引
き
で
賊
徒
の
首
領
と
な
っ
て
い
る
敵
を
発
見
し
、
そ
こ
に
誘
拐
さ
れ
て
い
る
兄
嫁
を
救
う

と
い
う
話
を
置
い
て
い
る
。
戯
言
の
為
に
命
を
落
と
す
と
い
う
テ
ー
マ
と
賊
窟
を
書
く
と
い
う
趣
向
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
敵

討
安
達
太
郎
山
」
は
直
接
に
は
訓
訳
本
「
小
説
精
言
」
に
拠
っ
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
絵
本
東
鰍
錦
」
を
参
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文
化
三
年
に
始
ま
る
三
馬
合
巻
の
作
風
は
要
す
る
に
読
本
の
創
作
方
法
の
導
入
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
登

場
す
る
悪
漢
達
、
雷
太
郎
、
安
達
太
郎
、
牛
子
魔
陀
六
、
坂
東
太
郎
は
、
ま
た
山
塞
に
こ
も
る
盗
賊
集
団
の
殺
伐
残
酷
な
犯
罪
行
為
、
幻

術
、
幽
霊
の
描
写
は
確
か
に
敵
討
物
黄
表
紙
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
馬
が
年
少
の
読
者
の
好
み
を
配
慮
し
つ
つ
、
読
本
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
草
双
紙
の
絵
組
み
に
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
や
「
力
競
稚
敵

討
」
の
大
当
り
は
こ
の
手
法
を
三
馬
の
創
作
方
法
の
基
本
と
し
て
定
着
せ
し
め
、
こ
の
時
期
以
降
も
変
る
事
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
を
以
下
述
べ
て
み
た
い
。

「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
や
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
の
刊
行
さ
れ
た
文
化
三
年
に
三
馬
は
読
本
「
阿
古
義
物
語
」
の
稿
本
を
執
筆
し
始
め

た
。
同
年
二
一
月
四
日
の
大
火
に
罹
災
し
た
二
罵
は
江
戸
を
去
っ
て
数
か
月
間
北
総
佐
原
に
滞
在
し
た
。
「
鮒
肺
阿
古
義
物
語
」
（
文
化
七
年

領
で
あ
っ
た
。

考
に
し
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
馬
が
敵
討
物
黄
表
紙
の
流
行
に
乗
り
お
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」

巻
末
に
も
「
近
来
か
た
き
討
の
さ
う
し
大
き
に
お
こ
な
は
れ
い
づ
か
た
の
板
元
も
敵
討
の
本
ば
か
り
た
の
み
申
候
間
当
年
よ
ん
所
な
く
敵

討
の
本
少
Ｉ
、
愚
案
仕
候
：
：
：
」
と
挨
拶
し
て
い
る
。
「
お
な
じ
み
か
ひ
に
敵
討
の
初
ぶ
た
い
を
御
ひ
や
う
ば
ん
：
：
：
」
と
も
言
っ
て
い
る

が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
初
舞
台
の
作
品
と
し
て
三
馬
は
写
本
の
実
録
「
天
明
水
符
伝
」
、
訓
訳
本
「
小
説
精
言
」
、
読
本
「
絵

本
東
嗽
錦
」
を
材
料
と
し
て
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
の
絵
組
み
を
考
え
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
・
ス
ト
ー
リ
ー

の
構
成
は
読
本
と
同
様
の
行
き
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
純
化
し
て
年
少
者
を
読
者
と
す
る
草
双
紙
の
絵
組
み
を
工
夫
す
る
の
が
三
馬
の
本

三
悪
漢
を
求
め
て
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て刊
、、

白
波
雲
平
は
橘
内
の
家
か
ら
恩
賜
の
重
宝
白
鳩
丸
と
い
う
名
剣
を
奪
い
天
城
山
に
登
る
。
そ
こ
で
蝦
蟇
の
妖
術
に
通
達
す
る
耶
魔
姫
に

出
会
い
契
り
を
結
ぶ
。
耶
魔
姫
は
妖
術
で
嫉
妬
に
狂
う
沖
津
（
雲
平
の
妻
）
を
お
び
き
寄
せ
雲
平
に
斬
ら
せ
る
。
雲
平
は
蝦
蟇
の
妖
術
を

得
る
た
め
の
仙
丹
と
し
て
沖
津
の
生
血
を
の
む
。
耶
魔
姫
の
正
体
は
実
は
天
竺
の
玉
芝
道
人
と
い
う
仙
人
で
あ
っ
た
。
雲
平
に
賊
主
と
な

っ
て
こ
の
妖
術
を
人
に
教
え
て
魔
道
へ
導
け
と
言
い
残
し
、
多
く
の
蝦
蟇
と
共
に
天
竺
へ
飛
び
去
る
。

以
上
が
、
白
波
雲
平
の
人
物
像
の
骨
子
で
あ
る
が
、
「
阿
古
義
物
語
」
は
重
要
な
趣
向
の
大
部
分
を
後
編
に
譲
っ
て
い
る
。
略
記
す
れ

第
三
回
ま
で
の
標
題
を
掲
る
と
、
巻
之
一
〔
開
場
〕
懐
恨
江
烏
船
、
巻
之
二
〔
第
一
駒
〕
奪
媚
珠
醸
禍
、
〔
第
二
駒
〕
老
狐
操
冤
人
、

レ

ニ
一
し
二
一

〔
第
三
駒
〕
蜂
王
縮
赤
繩
と
な
る
が
、
こ
の
第
三
駒
ま
で
に
賊
徒
白
波
雲
平
、
こ
れ
を
討
と
う
と
す
る
鴫
部
橘
内
芳
美
、
橘
内
を
棄
て
て

一
一
一

雲
平
と
馴
染
む
大
磯
の
遊
女
愛
寿
、
狐
の
怪
、
橘
内
の
妹
薗
葉
と
そ
の
愛
人
実
副
四
郎
吉
香
な
ど
主
要
な
人
物
も
登
場
し
、
賊
徒
白
波
雲

平
を
中
心
と
す
る
物
語
の
構
想
が
大
体
は
出
来
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
中
心
人
物
は
明
ら
か
に
白
波
雲
平
で
あ
る
。

「
阿
古
義
物
語
」
全
巻
を
通
し
て
こ
の
悪
漢
を
素
描
し
て
み
る
と
、
彼
は
も
と
三
河
国
の
賊
徒
室
平
四
郎
重
広
で
あ
り
、
源
頼
家
の
臣
．

安
達
弥
九
郎
景
盛
に
追
わ
れ
て
相
模
国
に
逃
れ
白
波
雲
平
と
変
名
し
て
婆
羅
門
組
と
い
う
盗
賊
集
団
の
頭
と
な
っ
た
。
雲
平
は
大
磯
遊
廓

の
愛
寿
と
馴
れ
染
め
た
が
一
方
、
景
盛
の
忠
臣
鴫
部
橘
内
芳
美
も
愛
寿
に
通
っ
て
い
る
。
通
い
つ
め
て
金
を
費
い
果
し
た
橘
内
を
愛
寿
は

冷
く
あ
し
ら
う
。
雲
平
は
愛
寿
と
の
酒
宴
の
場
に
わ
ざ
と
橘
内
を
呼
び
出
し
恥
か
し
め
る
。
橘
内
は
怒
気
心
頭
に
発
し
、
愛
寿
、
遣
手
、

雲
平
の
手
下
な
ど
十
人
を
皆
殺
し
に
す
る
。
橘
内
は
切
腹
。
人
こ
れ
を
呼
ん
で
大
磯
の
十
人
斬
り
と
い
っ
た
。
（
本
壽
の
副
題
「
大
磯
十
人

斬
」
の
出
処
）

化
七
年
に
版
行
し
て
い
る
。

四
巻
五
冊
、
豐
国
・
国
貞
画
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
・
同
金
助
版
）
の
序
及
び
述
意
に
よ
る
と
三
月
よ
り
六
月
頃
ま
で
佐
原
の
柳
斎
方
に
あ
っ

開
場
よ
り
第
三
回
ま
で
の
稿
本
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
、
文
化
六
年
秋
よ
り
こ
の
稿
を
継
続
し
て
四
巻
、
十
二
回
と
し
翌
文
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阿
漕
平
二
（
橘
内
の
家
来

政
九
年
、
為
永
春
水
に
Ｌ

に
敷
術
し
た
作
で
あ
る
。

「
阿
古
義
物
語
」
を
《

種
考
証
」
（
学
大
国
文
第
．

照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
阿
古
義
物
語
」
を
仕
立
て
る
為
に
三
馬
は
大
い
に
他
作
者
の
読
本
を
利
用
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
藤
丹
治
氏
の
「
読
本
三

種
考
証
」
（
学
大
国
文
第
六
号
）
の
「
第
三
阿
古
義
物
語
」
に
詳
細
な
考
証
が
あ
り
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
謡
曲
、
浄
瑠
璃
な
ど
も
参

照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
城
山
に
こ
も
る
賊
主
、
蝦
蟇
の
妖
術
遣
い
白
波
雲
平
こ
そ
は
三
馬
の
創
作
で
あ
り
、
こ
の
様
な
悪

漢
の
登
場
は
敵
討
を
と
り
合
わ
せ
た
点
も
含
め
て
こ
の
時
期
の
三
馬
の
合
巻
の
作
風
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ん
“

曲
亭
馬
琴
は
「
蛎
鞭
」
で
本
書
を
批
判
し
「
す
べ
て
の
趣
向
神
道
徳
次
と
か
い
ふ
盗
賊
等
が
事
を
作
り
設
た
る
写
本
、
天
明
水
耕
伝
と

い
ふ
も
の
を
本
に
す
る
と
お
ぼ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
合
巻
「
力
競
稚
敵
討
」
に
つ
い
て
の
発
言
と
一
致
す
る
。
「
天
明
水
瀞

伝
」
に
は
「
高
良
山
賊
窟
普
請
の
事
」
を
初
め
と
し
て
山
塞
に
こ
も
っ
て
悪
事
を
働
ら
く
賊
徒
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
白
波
雲
平
と

の
共
通
す
る
雰
囲
気
を
馬
琴
は
読
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
馬
の
合
巻
に
つ
い
て
も
読
本
に
つ
い
て
も
馬
琴
は
同
じ
趣
旨
を
述
べ
て

い
る
。
大
ま
か
な
感
想
と
し
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

合
巻
の
み
な
ら
ず
読
本
「
阿
古
義
物
語
」
に
お
い
て
も
三
馬
は
露
骨
に
悪
漢
小
説
の
手
法
を
用
い
た
。
し
か
し
、
「
雷
太
郎
」
や
「
牛

子
魔
陀
六
」
な
ど
の
作
風
を
読
本
に
延
張
す
る
企
て
は
失
敗
に
帰
し
三
馬
は
読
本
執
筆
の
手
が
か
り
を
失
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
「
式
亭
雑

記
」
に
「
此
よ
み
本
は
づ
れ
●
」
と
あ
る
様
に
売
行
き
悪
く
、
｜
あ
年
の
秋
九
月
に
売
り
出
す
予
定
で
あ
っ
た
後
編
四
巻
の
刊
行
は
中
止
さ

室
き
が
げ

れ
た
。
三
馬
の
読
本
が
遺
稿
「
魁
草
紙
」
を
除
け
ば
、
「
阿
古
義
物
語
」
一
種
に
止
ま
っ
た
の
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
一

つ
に
は
悪
漢
、
盗
賊
集
団
、
山
塞
の
絵
組
み
を
中
心
と
す
る
三
馬
の
い
わ
ば
悪
漢
合
巻
の
手
法
が
読
本
に
は
全
く
通
用
し
な
い
事
を
知
ら

（
５
）

ば
ｌ
白
波
雲
平
は
下
総
国
外
川
浦
の
岩
窟
に
住
み
多
く
の
美
女
を
誘
拐
し
た
が
、
殺
し
た
妻
沖
津
の
執
着
心
に
よ
っ
て
蝦
蟇
創
を
病
む
。

川
漕
平
二
（
橘
内
の
家
来
）
は
阿
漕
浦
に
亡
主
橘
内
の
追
善
を
営
み
、
や
が
て
白
波
雲
平
を
討
つ
。
ｌ
と
な
る
灸
後
編
は
三
馬
没
後
の
文

政
九
年
、
為
永
春
水
に
よ
っ
て
六
巻
六
冊
（
歌
川
国
安
画
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
三
馬
が
予
告
し
た
筋
書
に
従
っ
て
故
人
の
意
企
を
忠
実
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さ
れ
た
こ
の
時
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
．

三
馬
の
合
巻
執
筆
は
文
化
三
年
２
穂
、
四
年
２
繩
、
五
年
９
繩
、
六
年
９
繩
、
七
年
Ⅲ
柿
、
文
化
八
年
以
降
は
年
間
３
～
５
穂
、
晩
年

ま
で
刊
行
し
続
け
て
い
る
。
文
化
五
年
以
降
は
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
に
取
材
す
る
情
話
風
の
作
品
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
馬
は
晩
年

ま
で
以
上
み
て
来
た
様
な
悪
漢
小
説
に
関
心
が
あ
っ
た
し
、
そ
れ
と
関
連
し
て
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
に
み
ら
れ
た
様
な
中
国
小
説
を
合

巻
に
仕
立
て
る
努
力
も
散
見
さ
れ
る
。
次
に
そ
の
点
を
琴
察
し
て
み
よ
う
。

（
６
）

三
馬
は
文
政
三
、
四
年
に
合
巻
「
松
竹
梅
女
水
耕
伝
」
前
後
編
を
刊
行
し
た
。
文
政
五
年
閏
正
月
に
没
し
た
三
馬
が
妓
後
に
も
の
し
た

と
あ
る
如
く
、
本
書
は
三
馬
得
意
の
演
劇
依
存
の
作
品
、
従
っ
て
情
話
物
語
で
は
な
く
、
庚
申
の
年
、
庚
申
の
日
時
に
生
ま
れ
た
双
子
の

盗
賊
、
三
つ
子
の
傾
城
の
奇
し
き
運
命
を
柱
に
筑
波
山
白
浪
谷
の
賊
蔵
や
癖
屋
敷
の
惨
劇
を
描
い
て
「
女
水
耕
伝
」
と
題
し
た
の
で
あ
る
。

三
馬
は
こ
の
作
品
で
こ
れ
ま
で
の
自
作
合
巻
の
各
穂
の
場
面
を
要
領
よ
く
利
用
し
た
様
に
思
え
る
。
鎌
倉
蛇
が
谷
に
住
む
蛇
塚
蛇
子
右

衛
門
の
残
虐
は
「
蜂
蛇
於
長
糊
草
紙
」
（
文
化
五
年
刊
）
に
あ
っ
た
し
、
姐
妃
と
謹
名
さ
れ
た
お
梅
の
残
忍
は
‐
長
壁
姫
明
石
物
語
」
（
文
化

六
年
刊
）
、
「
玉
藻
前
三
国
伝
記
」
（
文
化
五
年
刊
）
に
す
で
に
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
筑
波
山
麓
白
浪
谷
の
盗
賊
の
首
領
で
ま
た
海
賊
の

張
本
で
も
あ
る
磨
針
太
郎
は
こ
の
作
品
の
中
心
人
物
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
や
「
力
競
維
敵
討
」
に
何
場
面
も
柵

三
馬
は
文
政
三
、
四
年
に

合
巻
で
あ
る
。
前
編
自
序
に

い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

本
書
の
冒
頭
に
あ
す
の
の
原
の
農
民
耕
作
が
庚
申
堂
の
青
面
金
剛
に
一
子
授
か
る
事
を
祈
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
三
年
後
の
庚
申
の
夜
、

ベ
」
し
｝
な
ま
り

は
馬
鹿
ら
し
い
遊
里
訓
、

な
ら
ず
、
些
新
き
物
語
、

（
７
）

天
竺
に
て
は
仏
説
の
三
Ｐ
虫
、
唐
山
に
て
は
小
説
の
水
許
伝
、
我
朝
に
て
は
玉
藻
前
の
条
を
取
り
、
姐
妃
お
ば
ァ
の
琿
名
さ
へ
、
こ

く
」
し
｝
な
ま
り

や
く
し
や
鹿
か
鯉

は
馬
鹿
ら
し
い
遊
里
訓
、
傾
城
気
質
の
好
悪
を
、
一
寸
見
な
ん
し
今
弦
の
稗
史
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
の
模
様
な
ら
ず
梨
園
似
貌
の
流
併

●
●
●
●
●
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「
紬
洲
魁
草
紙
」
（
五
巻
・
五
冊
）
は
歌
川
国
安
川
で
文
政
八
年
乙
西
に
鶴
屋
寓
右
衛
門
、
河
内
屋
太
肋
か
ら
版
行
さ
れ
た
。
本
番
の
序

文
ま
た
「
戯
作
六
家
撰
」
の
関
係
記
事
に
よ
れ
ば
、
稿
本
は
文
政
三
年
に
は
完
成
し
て
い
た
様
で
、
挿
絵
を
歌
川
豐
清
、
歌
川
田
輿
に
依

頼
し
た
が
実
現
せ
ず
、
そ
の
為
お
く
れ
て
結
局
遺
稿
を
国
安
画
で
出
版
す
る
こ
と
と
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。

し
や
う
か

き
う
か
少
、

か
人
合
乱
、
う
危
ぐ
榎
し
う

本
書
は
、
巻
之
一
、
床
下
乃
義
士
窮
客
の
為
に
剣
を
飛
す
こ
と
巻
之
二
、
好
女
が
舌
頚
に
鼠
平
義
に
負
く
話
巻
之
三
、
姦
兇
を
暹

た
ふ

す
す

し
て
頑
夫
其
身
を
蝿
す
話
巻
之
四
、
淑
女
が
一
箭
暗
に
亦
繩
を
繋
ぐ
話
巻
之
五
、
羽
束
身
を
汚
し
て
却
て
身
を
滴
ぐ
話
の
八

（
８
）

巻
よ
り
成
る
。
す
べ
て
「
今
古
奇
観
」
の
忠
実
な
翻
訳
で
人
名
、
地
名
を
変
更
し
た
だ
け
で
あ
る
。
原
話
を
列
挙
す
れ
ば
巻
之
一
、
二
は

同
書
第
十
六
話
「
李
研
公
窮
邸
遇
侠
客
」
愈
世
恒
言
に
同
じ
話
が
あ
る
）
、
巻
之
三
は
第
二
十
Ｗ
話
「
陳
御
史
巧
勘
金
叙
釧
」
（
古
今
小
説
）
、

数
多
の
人
夫
が
庚
申
塚
を
打
ち
砕
く
。
泥
の
中
か
ら
洞
の
牌
柵
が
出
て
く
る
。
蓋
を
開
く
と
実
は
一
枚
の
汀
板
で
そ
の
下
の
深
い
穴
か
ら

一
道
の
白
気
舞
上
り
、
三
筋
の
ひ
か
り
物
と
な
り
傍
の
耕
作
の
妻
の
口
へ
と
び
入
る
。
妻
懐
妊
す
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
部
分

は
い
う
迄
も
な
く
「
水
符
伝
」
に
拠
っ
た
の
で
あ
り
、
耕
作
は
耕
太
肘
に
応
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
水
擶
伝
」
と
の
一
致
は
、
王
と
し
て

こ
の
冒
頭
の
部
分
だ
け
で
磨
針
太
郎
の
山
塞
の
如
き
は
三
馬
の
合
巻
に
頻
出
す
る
類
形
的
な
も
の
で
「
水
筒
伝
」
と
の
関
係
を
云
々
す
る

ま
で
も
な
い
。
本
詳
の
挿
話
は
前
後
編
六
十
五
丁
を
通
し
て
頗
る
変
化
に
富
み
、
合
巻
の
娯
楽
的
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
多
く
の
筋
が
な

い
ま
ぜ
ら
れ
各
柿
の
場
面
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
山
塞
の
盗
賊
集
団
の
首
領
で
あ
り
ま
た
海
賊
で
あ

る
磨
針
太
郎
で
あ
っ
た
。
三
馬
が
生
涯
の
鼓
後
に
制
作
し
た
長
編
合
巻
に
悪
漢
小
説
の
手
法
を
用
い
た
事
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
三
馬
は
前
述
し
た
様
に
読
本
「
阿
古
義
物
語
」
に
失
敗
し
、
そ
の
後
も
読
本
の
作
が
な
い
。
読
本
は
あ
ま
り
得
意
で
な
か
っ
た
様

に
み
え
る
が
、
し
か
し
、
当
時
の
小
説
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
最
も
本
格
的
な
文
芸
で
あ
っ
た
読
本
に
は
や
は
り
執
念
を
も
っ
て
い
た
様

で
、
遺
稿
と
し
て
「
魁
草
紙
」
を
残
し
た
。
以
下
こ
の
読
本
を
中
心
に
三
馬
と
読
本
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
中
国
小
説
の
合
巻
化
に
つ

に
み
え
る
が
、
し
か
し
、

で
、
遺
稿
と
し
て
「
魁
一

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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巻
之
四
は
第
三
十
四
話
「
女
秀
才
移
花
接
木
」
三
刻
拍
案
驚
き
、
巻
之
五
は
第
一
干
六
話
「
察
小
姐
忍
辱
報
仇
」
壺
世
恒
言
）
と
な
る
。

こ
の
中
で
「
今
古
奇
観
」
第
十
六
話
は
浅
井
了
意
作
「
狗
張
子
」
（
元
禄
五
年
刊
）
巻
七
「
飯
森
が
陰
徳
の
報
」
に
翻
案
さ
れ
、
ま
た
竿

●

二
十
六
話
に
拠
っ
た
作
品
と
し
て
は
村
田
春
海
の
「
竺
志
船
物
語
」
（
文
化
十
一
年
刊
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
魁
草
紙
」
は
原
話
に
極
め
て

忠
実
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
翻
案
作
を
利
用
し
た
形
跡
は
な
い
。
原
文
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
馬
は
こ
れ
ま
で
に
も
前
述
し
た
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
に
続
い
て
、
中
国
小
説
に
取
材
す
る
合
巻
を
制
作
し
て
い
る
。
中
国
小
説
に

関
心
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

文
化
六
年
刊
「
肌
嚇
仕
椴
識
崎
（
四
冊
、
豐
国
画
、
鶴
屋
金
助
版
）
に
も
二
か
所
中
国
小
説
種
と
み
ら
れ
る
話
が
あ
る
。
そ
の
一
は
冒
頭
、

盗
賊
安
達
太
郎
が
粟
洲
宗
助
家
に
押
入
る
が
妻
女
に
会
い
恩
を
感
じ
て
一
物
も
と
ら
ず
に
去
る
。
か
ね
て
宗
助
と
仲
の
悪
い
本
荒
萩
左
衛

門
家
へ
盗
賊
（
安
達
太
郎
）
が
は
い
り
主
人
を
殺
し
て
物
を
と
ら
ず
に
去
っ
た
が
、
そ
の
妻
女
の
証
言
で
宗
助
は
無
実
の
罪
に
問
わ
れ
る
、

と
い
う
処
は
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
か
ら
出
て
い
る
様
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
宗
助
は
旅
先
で
苦
労
を
続
け
た
後
、
路
銀
を
か
せ
ぎ
た
め

て
故
郷
へ
帰
る
。
途
中
、
旅
人
に
薬
を
の
ま
せ
て
馬
に
変
え
て
い
る
家
に
泊
ま
り
、
や
っ
と
の
思
い
で
逃
れ
出
る
、
と
い
う
処
で
、
こ
れ

は
「
河
東
記
」
の
「
板
橋
の
三
娘
子
」
（
古
今
説
海
所
収
）
が
焼
餅
を
す
す
め
て
旅
人
を
艫
馬
と
す
る
話
を
翻
案
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
化
七
年
刊
「
お
や
の
た
め
孝
太
郎
次
第
」
（
上
下
各
二
冊
、
北
川
美
丸
画
、
西
宮
春
松
軒
刊
）
は
暉
峻
康
隆
博
士
著
「
江
戸
文
学

辞
典
」
が
早
く
指
摘
す
る
様
に
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
第
三
十
三
「
張
員
外
義
撫
蟆
蛉
子
包
竜
図
智
嫌
合
同
文
」
の
翻
案
で
あ
る
。
こ
の
作

は
「
小
説
粋
言
」
（
沢
田
一
斎
訳
、
宝
暦
八
年
刊
）
巻
之
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
直
接
に
は
こ
れ
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
原
拠

ス
ヲ

す
か
す
い
ぴ
あ
ば
せ
の
し
や
丹
も
ん

作
の
題
名
「
包
竜
図
智
嫌
合
同
文
」
を
「
青
砥
英
智
嫌
合
同
文
」
に
改
め
て
本
文
・
挿
絵
の
冒
頭
に
置
き
、
ま
た
原
拠
作
の
詩
を
そ
の
ま

一
一
一
一

ま
文
中
に
掲
げ
て
い
る
。
人
名
、
地
名
そ
の
他
に
変
更
を
加
え
た
だ
け
で
、
原
拠
作
に
忠
実
な
翻
訳
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
く
文
化
七
年
刊
「
鋤
肌
昔
形
福
寿
盃
」
（
五
冊
、
北
川
美
丸
画
酉
呂
新
六
版
）
は
「
喬
太
守
乱
点
鴛
鴦
譜
」
（
醒
世
恒
言
第
八
話
、
今
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本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
様
に
三
馬
は
滑
稽
本
に
お
い
て
江
戸
町
内
の
今
の
生
活
を
描
写
し
、
ま
た
草
双
紙
合
巻
に
お
い
て
歌
舞
伎
、
浄

瑠
璃
の
世
界
を
書
き
、
読
本
風
の
悪
漢
小
説
を
制
作
し
た
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
戯
作
者
の
世
界
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

戯
作
者
と
し
て
文
筆
家
と
し
て
世
に
立
っ
て
ゆ
く
上
で
三
馬
を
支
え
た
も
の
は
何
か
、
ま
た
三
馬
自
身
ど
う
い
う
文
芸
を
求
め
た
の
か
、

と
い
う
事
に
な
る
と
さ
ら
に
限
定
し
て
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
ず
悪
漢
小
説
、
残
酷
小
説
で
あ
っ
た
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
の
大
当
り
、
年
少
の
読
者
大
衆
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
事
が
な
か
っ
た

ら
作
者
式
亭
三
馬
の
成
立
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
草
双
紙
の
作
者
と
し
て
人
気
を
得
、
作
品
の
量
産
を
続
け
な
が

ら
、
同
時
に
当
時
最
も
本
格
的
な
文
芸
で
あ
っ
た
読
本
に
近
ず
こ
う
と
す
る
努
力
、
中
国
小
説
の
研
究
な
ど
一
流
作
者
へ
の
途
を
生
涯
に

わ
た
っ
て
模
索
し
て
い
る
。
「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
も
勿
論
人
気
を
博
し
た
中
本
で
あ
っ
て
三
馬
の
代
表
作
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

同
時
に
草
双
紙
作
者
の
視
点
か
ら
読
本
や
中
国
小
説
に
関
心
を
抱
き
続
け
、
特
色
あ
る
合
巻
を
量
産
し
た
こ
と
は
作
者
三
馬
の
基
盤
と
し

以
上
の
様
に
合
巻
の
処
女
作
「
敵
討
安
達
太
郎
山
」
（
文
化
三
年
刊
）
に
続
い
て
、
と
も
か
く
も
合
巻
に
中
国
小
説
を
と
り
入
れ
よ
う
と

す
る
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ
る
。
直
接
に
は
訓
訳
本
「
小
説
精
言
」
四
話
中
の
三
話
、
「
小
説
枠
言
」
五
話
中
の
一
話
に
拠
り
、
あ
る
い
は

他
作
の
読
本
を
使
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
種
の
努
力
が
「
今
古
奇
観
」
を
翻
案
し
た
遺
稿
「
魁
草
紙
」
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

古
奇
観
第
一
千
八
話
）
の
翻
案
作
で
あ
る
。
直
接
に
は
訓
訳
本
「
小
説
精
言
」
（
岡
田
白
駒
訳
、
寛
保
三
年
刊
）
巻
二
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

原
拠
が
宋
時
代
、
景
祐
年
間
、
杭
州
府
の
話
で
あ
っ
た
の
を
「
順
徳
院
の
御
時
源
実
朝
公
天
下
を
護
り
給
ふ
鎌
倉
繁
栄
の
頃
」
鎌
倉
桐
が

谷
の
出
来
事
と
し
、
作
中
人
物
名
を
変
え
た
外
は
忠
実
な
翻
訳
と
考
え
て
よ
い
。
曲
亭
馬
琴
の
中
本
形
読
本
「
小
説
比
翼
文
」
「
文
化
元
年

（
９
）

刊
）
中
に
こ
の
「
喬
太
守
乱
点
鴛
鴦
譜
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
読
本
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ

刊
）
中
』

ろ
う
か
。
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最
後
に
合
巻
「
雲
竜
九
郎
愉
盗
伝
」
に
触
れ
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
本
書
は
三
馬
遺
稿
で
「
坂
東
太
郎
強
盗
潭
」
中
編
（
文
政
八

年
刊
）
に
左
の
予
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

此
さ
う
し
は
雲
竜
九
郎
虎
王
丸
と
て
ふ
た
り
の
と
う
ぞ
く
の
か
し
ら
ふ
し
ぎ
の
妖
術
を
お
こ
な
ひ
た
か
ひ
に
力
を
争
ひ
ま
た
い
ろ
い

ろ
の
強
悪
を
な
し
の
ち
に
大
勇
士
の
手
に
か
か
り
終
に
術
や
ぶ
れ
二
人
と
も
亡
ぶ
る
と
い
ふ
こ
と
を
お
子
様
方
の
き
ゃ
う
ぐ
ん
に
す

ら
す
ら
と
わ
か
る
や
う
に
書
た
る
勧
善
懲
悪
の
も
の
が
た
り
な
り

と
あ
る
が
、
大
略
こ
の
通
り
の
内
容
で
、
初
編
、
二
編
が
文
政
十
年
、
三
編
、
四
編
が
文
政
十
二
年
に
西
南
新
六
か
ら
版
行
さ
れ
た
。
「
坂

東
太
郎
強
盗
證
」
に
続
い
て
、
雲
竜
九
郎
、
虎
壬
丸
と
い
う
大
盗
賊
の
悪
行
を
書
い
た
犯
罪
小
説
、
残
陥
物
語
で
あ
っ
て
「
宙
太
郎
強
悪

（
川
）

物
語
」
以
来
の
三
馬
合
巻
の
作
風
が
想
起
さ
れ
る
。
本
書
刊
行
の
後
、
安
政
四
年
に
楽
亭
西
馬
（
西
宮
新
六
）
が
模
案
増
補
し
て
「
雲
竜

九
郎
倫
盗
伝
」
（
角
書
き
、
佐
上
入
道
千
匹
犬
優
賊
虎
王
千
人
美
女
）
初
、
二
編
を
出
し
、
以
後
六
編
ま
で
続
刊
、
そ
の
あ
と
を
仮
名
垣
秘

文
が
引
継
い
で
慶
応
三
年
刊
の
十
編
ま
で
継
続
出
版
し
て
い
る
。

「
雷
太
郎
」
「
安
達
太
郎
」
「
牛
子
魔
陀
六
」
「
坂
東
太
郎
」
「
磨
針
太
郎
」
、
さ
ら
に
「
雲
竜
九
郎
」
と
続
い
た
三
馬
悪
漢
合
巻
の
世
界
は

門
人
楽
亭
西
馬
、
ま
た
仮
名
垣
魯
文
と
い
う
作
者
を
得
て
幕
末
ま
で
絶
え
ず
新
し
く
表
現
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

酒
落
本
、
滑
稽
本
、
人
情
本
系
の
当
代
社
会
に
取
材
し
目
前
の
世
相
を
描
写
す
る
小
説
は
い
わ
ば
演
劇
の
世
話
物
に
あ
た
り
近
代
の
小

説
を
読
み
な
れ
た
我
々
に
は
と
り
つ
き
易
い
感
じ
が
す
る
。
し
か
し
、
読
本
、
合
巻
と
な
る
と
い
わ
ば
時
代
物
で
あ
っ
て
文
学
と
し
て
は

鑑
賞
が
困
難
で
あ
る
。
「
浮
世
風
呂
」
を
は
じ
め
と
す
る
三
馬
の
滑
稽
本
が
当
時
か
ら
評
判
を
得
、
そ
の
描
写
の
技
巧
が
後
々
に
ま
で
伝

え
ら
れ
た
事
は
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
草
双
紙
の
伝
統
、
そ
の
戯
作
界
に
お
け
る
勢
力
、
庶
民
文
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
な
ど
を

考
え
る
と
「
雷
太
郎
強
悪
物
語
」
か
ら
「
雲
竜
九
郎
倫
盗
伝
」
に
い
た
る
草
双
紙
合
巻
の
執
筆
を
「
浮
世
風
呂
」
に
ま
さ
る
三
馬
の
偉
業

て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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式亭三馬の合巻と読本(本田）

と
し
て
認
め
た
い
。
近
世
の
年
少
者
を
中
心
と
す
る
巾
広
い
庶
民
大
衆
の
夢
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑨
水
野
稔
「
馬
琴
の
短
篇
合
巻
」
萌
治
大
学
文
学
部
紀
要
文
芸
研
究
、
第
十
一
号
）

Ⅲ
「
此
稗
史
は
故
人
本
町
庵
の
著
述
に
し
て
三
十
余
年
前
文
政
度
の
出
版
な
り
し
が
其
頃
火
災
に
て
彫
板
焼
失
せ
し
故
世
上
に
製
本
す
ぐ
な
く

さ
る
を
錦
昇
堂
の
主
人
そ
の
古
本
を
貯
へ
あ
り
て
是
に
肌
増
補
を
加
へ
僕
に
模
案
せ
よ
と
望
む
…
…
」
（
三
編
巻
頭
、
楽
亭
西
馬
）

注仙
こ
の
作
は
文
化
四
年
刊
「
箱
根
霊
験
妻
復
讐
」
の
巻
末
に
予
告
さ
れ
、
ま
た
中
編
巻
頭
に
「
文
化
五
年
戊
辰
草
稿
成
文
政
八
年
乙
酉
春
発
市

式
亭
三
馬
作
」
と
あ
る
。
遺
稿
と
し
て
文
政
七
、
八
年
に
西
宮
新
六
か
ら
版
行
さ
れ
た
。

②
拙
著
「
式
亭
三
馬
の
文
芸
」
三
三
七
頁
に
全
編
の
梗
概
を
掲
出
し
た
。
今
、
便
宜
上
、
大
要
を
述
べ
る
。

③
鈴
木
重
三
氏
は
文
化
元
年
、
二
年
頃
の
流
行
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
（
合
巻
物
の
題
材
転
機
と
種
彦
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
三
六
年
四
月
量

側
こ
の
話
は
近
世
実
録
全
書
、
第
九
巻
「
天
明
水
筒
伝
」
に
は
見
出
せ
な
い
。
直
接
、
「
水
嶽
伝
」
の
訓
訳
本
に
拠
っ
た
も
の
か
。
今
後
、
検

幅
第
五
、
八
、
九
、
十
、
十
二
各
餉
の
作
者
附
言
に
よ
る
。

⑥
歌
川
国
貞
画
、
山
本
平
吉
版
。
文
政
三
年
に
前
編
上
下
六
冊
、
翌
文
政
四
年
に
後
編
上
中
下
七
冊
が
出
て
い
る
。

例
人
の
腹
中
に
お
り
、
そ
の
人
の
過
失
を
庚
申
の
日
に
天
帝
に
告
げ
る
。

⑧
巻
之
一
、
二
、
な
ら
び
に
五
、
に
つ
い
て
は
後
藤
丹
治
氏
の
御
指
摘
が
あ
る
。
（
読
本
三
種
考
証
ｌ
桜
姫
全
伝
・
月
氷
奇
縁

②
拙
著
「
座

③
鈴
木
重
一

側
こ
の
話
恥

討
し
た
い
。

⑤
第
五
、
↓

国
文
、
第
六
号
）

阿
古
義
物
語
Ｉ
学
大
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