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『
小
説
神
髄
』
研
究

亀

井

秀

古住

第
一
章

日
本
語
に
お
け
る
翻
訳
の
諸
相

一
つ
の
文
が
、
原
文
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
翻
訳
で
も
あ
る
よ
う
な
文
章
を
仮
定
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
不
可
能
な
と
と
の
よ
う

註
一

に
思
わ
れ
る
。
だ
が

N
・
サ
カ
イ
が
注
意
を
促
し
た
ご
と
く
、
私
た
ち
の
漢
文
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
両
義
的
な
文
章
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
私
の
言
う
漢
文
と
は
、
原
(
漢
)
文
た
る
中
国
の
古
典
に
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
附
し
た
文
章
を
指
す
。
荻
生
但
徐
ふ
う
に
言
え
ば
、

た
し
か
に
私
た
ち
は
中
国
の
古
典
を
眼
で
追
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、

じ
つ
は
返
り
点
や
送
り
仮
名
に
従
っ
て
日
本
語
に
翻
訳
し
な
が
ら
読

ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
私
た
ち
の
漢
文
は
世
界
で
も
類
例
の
乏
し
い
特
異
な
文
章
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
漢
文
で
日
本
の
古
典
を
「
翻
訳
」

し
た
場
合
、
も
う
少
し
事
情
は
複
雑
に
な
る
。
例
え
ば
頼
山
陽
の
『
白
木
外
史
』
(
文
政
一
二
、

の
平
氏
や
源
氏
の
章
は
、

一
八
二
九
年
〉

『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
要
点
の
み
を
摘
訳
し
た
も
の
で
あ
る
、
が
、
楠
氏
の
章
の
次
の
箇
所
な
ど
は
今
回
一
般
に
言
う
翻
訳
に
き
わ

北
大
文
学
部
紀
要
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翻

訳

と

傍

訓

め
て
近
い
。

臣
有
策
鷲
。

難
然
。

勝天
敗 訴
常 u 乗
也 v 時

何
賊
不
襲
。
東
夷
有
勇
無
智
。
如
較
於
勇
。
挙
六
十
州
兵
。
不
足
以
当
武
蔵
相
模
。

ν

v

ν

v

v

一

一

一

ν

三

一

一

-

不
可
以
少
坐
折
変
其
志
。
陛
下
有
聞
正
成
未
死
也
。
則
母
復
労
震
慮
。
乃
拝
辞
還
。

レ

下

二

一

中

上

二

一

ν

三

二

一

較
於
智
乎
。
則

正
成
感
激
。

対
日
。

こ
れ
の
「
原
文
」

に
相
当
す
る
表
現
は
『
太
平
記
』
巻
第
三
の
、

正
成
畏
て
申
け
る
は
、
「
東
夷
近
日
の
大
逆
‘
只
天
の
譜
を
招
き
候
上
は
、
衰
乱
の
弊
へ
に
乗
て
天
諒
被
致
に
、
何
の
子
細
か
侯
ベ
き
。

し

L

但
天
下
草
創
の
功
は
、
武
略
と
智
謀
と
の
二
に
て
侯
。
若
勢
を
合
て
戦
は
い
ふ
、
六
十
余
州
の
兵
を
集
て
、
武
蔵
相
模
の
両
国
と
対
す
と

か

っ

し

と

き

〈

だ

ふ

も
、
勝
事
を
得
が
た
し
。
若
謀
を
以
て
争
は
ど
、
東
夷
の
武
力
只
利
を
捲
き
、
竪
を
破
る
内
を
不
出
。
是
敷
く
に
安
し
て
怖
る
与
に
足

る

ぜ

だ

一
日
一
の
勝
負
を
ば
、
必
し
も
不
可
被
御
覧
。
正
成
一
人
未
生
て
有
と
被
聞
召
候
は
ど
、
聖
運
遂

正
成
は
河
内
へ
帰
に
け
り
。

- 66ー

ざ
る
所
也
。
合
戦
の
習
に
て
侠
へ
ば
、

し

に
可
被
開
と
、
被
思
食
侠
へ
」
と
、
頼
し
げ
に
申
て
、

v
v

二

一

で
あ
っ
た
。
私
の
手
元
に
あ
る
の
は
弘
化
元
(
一
八
四
四
)
年
の
川
越
本
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
山
陽
自
身
は
中
国
古
典
の
原

漢
文
に
倣
っ
た
文
体
で
書
き
、
そ
の
写
本
を
川
越
本
の
編
者
保
岡
嶺
南
が
編
集
し
て
返
り
点
を
施
し
た
。
板
行
に
当
っ
て
漢
文
化
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
山
陽
の
自
筆
稿
本
と
の
校
合
も
進
め
ら
れ
て
昭
和
四
年
に
は
山
陽
全
書
が
刊
行
さ
れ
、
岩
波
文
庫
本
で
は
そ
れ
を

次
の
よ
う
に
訓
み
下
し
て
本
文
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。



較;正
ぶ成
れ感
ば i致
、し

ノ¥

卜対
州へ
のて
兵日
をく
挙主
'zc -， 

毛天;
、苦K~

何
の
賊
か
舞
れ
や
さ
ら
ん
。
東
夷
は
、
勇
あ
れ
ど
も
智
な
し
。

〈

ら

す

な

わ

き

く

以
て
武
蔵
・
相
模
に
当
る
に
足
ら
ず
。
智
を
較
べ
ん
か
。
則
ち
巨
に
策
あ
り
。

陛
下
、
有
も
正
成
未
だ
死
せ
ず
と
聞
か
ば
、

則 然
ちり
復と
た 難
震土も
慮i

時
に
乗
ず
れ
ば
、

も如
し
、

勇
を

勝
敗
は
常
な
り
。
少
し
く
坐
折
す
る
を
以
て
そ
の
志
を
変
ず
べ
か
ら
ず
。

ろ
う

を
労
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
。
乃
ち
拝
辞
し
て
還
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
す
で
に
『
太
平
記
』
の
な
か
で
「
御
覧
ぜ
ら
る
べ
か
ら
ず
」
が
「
不
可
被
御
覧
」
、
「
聞
こ
し
め
ら
れ
さ
ふ
ら
は

レ

V

二

一

ば
」
が
「
被
聞
召
候
は
X
」
の
ご
と
く
擬
似
漢
文
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
山
陽
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
省
い
た
形
で
原

註
二

漢
文
に
翻
訳
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
日
本
語
ふ
う
な
訓
読
文
に
再
翻
訳
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
ロ
l
マ
ン
・
ヤ
l
コ
ブ
ソ
ン
が
言

う
同
一
言
語
内
翻
訳
と
は
違
っ
た
形
で
、

し
か
し
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
も
ま
た
一
種
の
同
一
言
語
内
翻
訳
と
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
意
識
に
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よ
る
翻
訳
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
ρ

そ
こ
で
問
題
は
、

は
た
し
て
漢
文
は
日
本
語
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
私
は
性
急
に
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と

は
思
わ
な
い
。

(
一
八
七
八
)
年
の
丹

む
し
ろ
問
題
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
う
一
つ
の
判
断
材
料
と
し
て
明
治
一
一

羽
(
織
田
)
純
一
郎
訳
の
『
議
…
花
柳
春
話
』
と
、
明
治
二
ハ
年
の
『
綿
花
柳
春
話
』
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
漢
文
を
片
か
な
ま
じ
り

こ
れ
を
当
時
は
漢
文
体
と
か
漢
文
く
ず
し
と
か
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
知
識
人
は
多

文
に
書
き
下
し
た
文
章
、

く
そ
の
文
体
を
以
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
を
翻
訳
し
た
。

幕
末
に
一
般
化
し
た
ら
し
い
の
だ
が
、
丹
羽
純
一
郎
も
肘
弘
司
同
門

H
F
H
Z
2
C
=
8
2何
百
四
白
円
一
呂
田

F
E
S
H田
3
(
H
g
叶
)
の
翻
訳
で
は
そ
の
文

い
わ
ゆ
る
蘭
学
者
た
ち
が
オ
ラ
ン
ダ
の
文
書
の
翻
訳
に
使
い
は
じ
め
、
そ
れ
が

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

し

か

れ

き

う

ぞ

《

か

ん

ぶ

ん

て

い

ふ

ぢ

よ

ぢ

体
を
用
い
、
し
か
も
五
年
後
に
は
そ
れ
を
書
き
変
え
た
「
通
俗
」
版
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
然
、
ど
も
旧
訳
ハ
漢
文
体
に
し
て
婦
女
児

"

と

う

あ

る

ひ

か

い

か

た

と

こ

る

ゆ

へ

い

ま

そ

の

き

ラ

ぷ

ん

へ

ん

い

や

し

〈

じ

よ

み

う

と

こ

れ

よ

む

か

い

う

ら

み

童
の
或
ハ
解
し
難
き
所
な
し
と
せ
ず
(
中
略
)
故
に
今
其
旧
文
を
一
変
し
て
有
も
四
十
八
字
を
読
得
る
の
徒
ハ
之
を
読
で
解
せ
ざ
る
の
憾

も

っ

け

い

も

う

え

い

し

ふ

う

ぞ

く

へ

ん

あ

て

'Z

な
か
ら
し
め
以
て
啓
蒙
英
史
の
風
俗
篇
に
充
ん
と
す
」
(
「
糊
花
柳
春
話
叙
」
)
と
。

と
は
い
え
、

こ
の

「
通
俗
」

版
は
必
ず
し
も
今
日
の
私
た
ち
が
予
想
す
る
ご
と
く
難
解
な
漢
字
の
熟
語
を
廃
し
、

「
で
す
」

「
ま
す
」
調

で
平
易
に
語
り
直
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

両
者
の
冒
頭
を
較
べ
て
み
よ
う
。

ト

フ

ヘ

イ

サ

ヨ

?

グ

ジ

〈

さ

ぼ

ふ

/

九

ク

ワ

イ

セ

キ

ト

ツ

ゴ

ヅ

し

は

う

裳
ニ
説
キ
起
ス
話
柄
ハ
市
井
ヲ
距
ル
寸
凡
ソ
四
里
許
一
一
シ
テ
一
ツ
ノ
荒
原
ア
リ
。
緑
草
繁
茂
、
怪
石
突
冗
、
満
眼
荒
涼
ト
シ
テ
四
顧
人

F
カ

ザ

バ

タ

ヒ

フ

ク

ッ

ク

f
t

ザ

?

プ

y
a

セ
キ
パ
タ
か
な
し
き
け
し
き

声
ナ
ク
恰
モ
砂
漠
ノ
中
ヲ
行
グ
ガ
如
ク
唯
悲
風
ノ
隈
々
ト
シ
テ
草
蕪
ニ
戦
グ
ヲ
開
ク
ノ
ミ
。
寂
実
ノ
惨
景
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
人
ヲ
シ
テ

ぞ

っ

と

ス

デ

イ

ハ

ト

ワ

イ

V

ま
つ
く
る

M
V

ヤ

ウ

/

¥

ス

覚
ヘ
ズ
懐
然
タ
ラ
シ
ム
。
四
時
既
一
一
此
ク
ノ
如
シ
。
況
ン
ヤ
冬
陰
賠
淡
物
色
ヲ
モ
分
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
暗
夜
ヲ
ヤ
。
史
、
雨
粛
々
時
ニ
過
ギ

サ
ヶ

h
h
w

セ
イ
ザ
ウ
M
V
Z

コ
ト
ウ
き
え

A

‘、

凍
風
烈
々
地
ニ
耽
ピ
唯
ダ
平
蕪
荒
漠
ノ
間
遥
カ
ニ
一
製
造
所
ノ
孤
燈
明
滅
タ
ル
ヲ
見
ル
。

(
『
報
酬
…
花
柳
春
話
』
)
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み

ぞ

こ

ち

ま

た

き

り

ば

か

い

ひ

ろ

や

か

あ

れ

の

〈

さ

ぜ

だ

け

お

ひ

し

げ

た

ど

み

ち

た

へ

A
¥

ゆ

き

こ

ひ

と

玄

れ

都
な
す
街
巷
を
距
る
こ
と
四
里
許
り
最
と
広
漠
な
る
荒
野
あ
り
緑
草
ハ
背
丈
に
生
茂
り
行
歩
る
路
さ
へ
絶
続
に
往
来
ふ
人
ハ
稀
に
し
て

た

芯

主

く

ふ

く

か

ぜ

〈

き

ば

そ

よ

お

と

そ

の

も

の

す

ご

あ

り

さ

ま

ほ

か

た

と

ま

い

と

る

ふ

ゅ

よ

あ

ぞ

め

し

唯
聞
く
も
の
ハ
吹
風
の
草
葉
に
戦
ぐ
音
ば
か
り
其
荒
涼
き
惨
景
ハ
外
に
警
へ
ん
や
う
ぞ
な
し
況
て
頃
し
も
冬
の
夜
の
白
黒
も
知
ら
ぬ
烏

ぱ

た

ま

や

み

を

り

か

ら

ふ

り

あ

め

き

そ

ふ

く

か

ぜ

の

す

ゑ

〈

き

あ

い

だ

は

る

か

み

と

も

し

び

た

す

い

へ

し

き

え

羽
玉
の
暗
の
折
柄
降
り
し
き
る
雨
を
誘
ふ
て
吹
風
に
野
末
の
草
の
間
隙
よ
り
遥
に
見
ゆ
る
燈
火
ハ
誰
が
住
む
家
か
知
ら
ね
ど
も
滅
て
ハ

那
る
其
将
ハ
昨
貯
の
対
に
見
な
ら
ず
品
と
齢
加
盟
加
な
り
(
『
儲
花
柳
春
話
』
)

分
か
る
よ
う
に
、

こ
の

「
通
俗
」
化
は
漢
文
書
き
下
し
文
体
か
ら
読
本
的
な
文
体
へ
の
書
き
変
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
難
易
の
問
題
と



い
う
よ
り
は
む
し
ろ
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

i
、
あ
る
い
は
文
体
の
身
分
制
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
漢
学
を
教
養
的
背
景
と
す
る
知
識
人
の

文
体
か
ら
、
近
世
以
来
の
小
説
稗
史
の
読
者
層
に
な
じ
み
深
い
読
本
文
体
へ
の
「
翻
訳
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
本
文
と
ル
ビ
の
関
係
の
転
換
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
私
た
ち
は
本
論
の
第
二

一

母

同

産

幽

便

回
で
、
建
部
綾
足
の
『
西
山
物
語
』
に
お
け
る
「
大
森
七
郎
と
い
ふ
も
の
L

ふ
は
ら
か
ら
」
「
是
を
人
に
教
え
て
か
そ
け
き
た
づ
き
と
は

見
方
を
変
え
れ
ば
、

こ
の
「
翻
訳
」

な
し
け
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
み
て
き
た
。

こ
の
場
合
言
う
ま
で
も
な
く
平
が
な
の
表
現
が
本
文
で
あ
っ
て
、

ル
ピ
的
に
附
け
ら
れ

た
「
一
一
時
間
産
」
「
幽
」
「
便
」
な
ど
の
漢
字
は
、

そ
の
本
文
の
概
念
を
よ
り
明
瞭
に
伝
え
る
傍
註
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の

「
通
俗
」
版
に
お
い
て
も
ル
ビ
的
に
附
さ
れ
た
平
が
な
に
従
っ
て
読
む
ほ
う
が
は
る
か
に
和
語
と
し
て
の
自
然
な
文
法
的
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
る
。
「
絶
続
に
」
「
其
荒
涼
き
」
な
ど
を
、
傍
訓
な
し
に
音
読
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、

こ
れ
ら
の
漢
字
が
か
え
っ
て

「
一
母
同

そ
れ
に
対
し
て
「
臥
州
奇
事
」

- 69ー

産
」
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
本
文
は
明
ら
か
に
漢
文
書
き
下
し
文
の
ほ
う
で
あ
っ
て
、
片
か
な
の
ル
ピ
は
そ
の
音
読
み
ま
た
は
訓

ぞ

っ

と

ま

っ

読
み
を
示
す
。
た
だ
し
平
が
な
の
ル
ピ
は
発
音
上
の
音
訓
い
ず
れ
か
を
示
す
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
「
覚
ヘ
ズ
傑
然
タ
ラ
シ
ム
」
「
冬
陰
賭

《
る淡

物
色
ヲ
モ
分
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
」
な
ど
が
日
本
文
と
し
て
の
続
き
具
合
の
お
か
し
い
こ
と
で
も
分
る
。
こ
の
場
合
の

く
ろ
」
な
ど
は
そ
の
漢
字
熟
語
の
語
釈
を
傍
訓
化
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
釈
の
ル
ピ
化
は
、
幕
末
の
漢
文
風
俗
誌
、
例
え
ば
中
嶋
椋
隠
軒
『
都
繁
昌
記
』
(
天
保
八
、

「
ぞ
っ
と
」
「
ま
っ

一
八
三
七
年
)
で、

へ

テ

ヲ

皆
自
訴
其
期
目
、

一

一

一

不
自
由

議ノ
7物

ォ不

fv襲ク
ゴニ貴7
7手ヲ

iーで=
深ク
=重三

百目フ

ニ慈Z
悲ヲ
以テ
賜

銭

z不
子敢テ
2粗

5霊=
手過セ
i一駕
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の
ご
と
く
、
本
文
の
左
側
に
表
記
さ
れ
、
近
代
初
期
に
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
庶
民
の
日
常
会
話
や
風
俗
を
漢
文
化
す
る
に
当
っ
て
、

そ
の
声
音
を
左
側
に
注
記
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
沖
志
槙
主
人
な
る
人
物
の
『
鰍
御
布
告
往
来
』
(
明
治
五
、
一
八
七
二
年
)
に
お
い
て

tま

「
文
明
化
之
盛
時
」
と
い
う
本
文
に
対
し
て
、

右
側
に
は

「
ブ
ン
メ
イ
カ
イ
ク
ワ
ノ
セ
イ
ジ
」
と
い
う
音
読
み
の
ル
ピ
が
施
さ
れ
、

そ
し
て
左
側
に
は
「
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
ヨ
キ
ジ
セ
ツ
」
と
い
う
奇
想
天
外
な
、
意
訳
的
な
傍
訓
が
附
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
先
ほ
ど
の
「
欧
州
奇
事
」
の
例
は
、
こ
の
左
右
に
並
記
さ
れ
た
ル
ピ
を
片
か
な
と
平
が
な
と
で
区
別
し
つ
つ
列
記
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
一
連
の
『
小
説
神
髄
』
研
究
で
私
は
テ
ク
ス
ト
の
引
例
に
際
し
て
は
当
用
漢
字
に
改
め
、
し
か
し
ル
ビ
の
ほ
う
は
煩
を
厭
わ
ず

克
明
に
引
用
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
に
多
様
な
機
能
が
ル
ピ
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

漢
字
に
訓
読
み
の
ル
ビ
を
振
る
こ
と
自
体
、
既
に
漢
字
か
ら
和
語
へ
の
翻
訳
だ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
れ
を
直
訳
と
す
る
な
ら

「
蹴
州
奇
事
」

「
文
明
開
化
」
が
「
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
」
は
何
段
階
か
の
解
釈
を
経
た
意
訳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

の
表
記
自
身
が
そ
の
な
か
に
翻
訳
を
含
み
、
改
め
て
和
語
中
心
に
「
翻
訳
」
し
直
し
た
の
が
「
通
俗
」
版
だ
っ
た
わ
け
で
、

そ
の
意
味
で
は
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ば先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
必
ず
し
も
難
易
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ば
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
漢
文
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
今
「
蹴
州
奇
事
」

の
ほ
う
を
原
文
と
呼
ぶ
な
ら

り
、
「
蹴
州
奇
事
」

た
だ
し
念
の
た
め
注
意
し
て
お
け
ば
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
漢
文
は
文
化
的
背
景
と
し
て
の
、
言
わ
ば
観
念
と
し
て
の
そ
れ
な
の
で
あ

の
本
文
を
そ
の
ま
ま
漢
文
に
書
き
改
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
当
時
は
矢
野
龍
渓
の
『
笠
宮
国

美
談
』
(
明
治
二
ハ
、

一
八
八
三
年
)

に
対
し
て
安
田
倉
一
一
一
の
『
儲
経
国
美
談
』
(
明
治
一
一
一
年
)
が
現
わ
れ
、

東
海
散
士
の
『
佳
人
之
奇

遇
』
(
明
治
一
八
年
)
に
対
し
て
は
石
心
鉄
腸
子
の
『
伺
佳
人
之
奇
遇
』
(
明
治
二
十
年
)
が
現
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
で
、
『
儲
花
柳
春
話
』

は

け

っ

し

て

例

外

的

な

事

例

で

は

な

か

っ

た

わ

け

だ

が

、

『

佳

人

之

奇

遇

』

の

漢

文

書

き

下

し

文

は

そ

の

ま

ま

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、



漢
文
に
改
め
う
る
が
、
『
錯
一
経
国
美
談
』
の
そ
れ
は
漢
文
に
も
ど
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
龍
渓
自
身
も
凡
例
で

一
定
ノ
体
裁
ナ
キ
ガ
故
ニ
、
著
者
ハ
此
書
ヲ
草
ス
ル
ニ
当
テ
、
随
意
自
由
ニ
諸
種
ノ
文
体
ヲ
用
ヰ
タ
リ
。
然
レ
陀
戯
レ
ニ
従
来
ノ
小
説
体

ノ
語
気
ヲ
学
ビ
シ
処
多
ケ
レ
バ
、
読
者
之
ヲ
察
セ
ヨ
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
文
の
書
き
下
し
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、

独
自
な
漢
文
書
き
下
し
的
な
文
体
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
今
ヤ
我
邦
ノ
文
体
一
一種

「
従
来
ノ
小
説
体
ノ
語
気
」
と
は
読
本
的
な
七
五
調
を
指
す
。

Tこ

だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
の
よ
う
な
「
通
俗
」
版
と
は
逆
に
和
文
体
で
書
か
れ
た
作
品
を
漢
文
書
き
下
し
文
に
書
き
改
め
る
試
み

は
当
時
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
元
禄
期
の
義
轍
と
月
堂
の
兄
弟
が
例
え
ば
中
国
の
『
二
一
国
志
』
の
翻
訳
を
『
通
俗
三
国
士
山
』
と
称
し

た
が
、
多
分
そ
の
延
長
と
し
て
漢
文
書
き
下
し
文
の
読
本
的
な
書
き
替
え
を
「
通
俗
」
と
呼
ぶ
習
慣
に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち

(
明
治
七
、

な
み
に
当
時
は
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
に
関
し
て
大
森
惟
中
と
庄
原
和
と
の
『
外
史
訳
語
』

一
八
七
四
年
)
と
い
う
辞
書
が

出
さ
れ
、
中
村
正
直
訳
の
『
西
国
立
志
編
』
〈
明
治
三
年
)
に
つ
い
て
も
同
種
の
辞
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。

し
文
で
書
か
れ
た
も
の
を
大
衆
化
す
る
「
翻
訳
」
と
そ
の
た
め
の
辞
書
の
必
要
が
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

漢
文
ま
た
は
そ
の
書
き
下
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し
て
み
る
な
ら
ば
、
漢
文
を
外
国
語
と
意
識
す
る
か
否
か
は
、
知
の
身
分
制
あ
る
い
は
文
化
的
シ
ス
テ
ム
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ポ
ピ
ユ
ラ
日
テ
イ

読
本
的
な
和
文
を
大
衆
性
の
条
件
と
す
る
意
識
か
ら
み
る
時
、
漢
文
は
翻
訳
の
対
象

1
外
国
語
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
が
、
知
識
人
に
と

つ
て
は
か
れ
ら
相
互
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
に
不
可
欠
な
自
国
語
(
自
分
た
ち
の
言
語
と
い
う
意
味
で
の
〉

で
あ
り
、

と
り
わ
け
そ
の

書
き
下
し
文
体
は
疑
い
も
な
く
日
本
語
の
一
文
体
と
し
て
十
分
な
市
民
権
を
持
つ
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
そ
れ

ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
日
本
語
に
移
す
第
一
次
翻
訳
の
言
語
・
文
体
と
し
て
用
い
ら
れ
、
丹
羽
純
一
郎
が
言
う
「
婦
女
児
童
」

の
よ
う
な

大
衆
読
者
に
対
し
て
は
さ
ら
に
二
次
的
な
翻
訳
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

文
書
き
下
し
的
な
文
体
が
選
ば
れ
た
理
由
を
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
人
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
物
を
翻
訳
す
る
に
当
っ
て
漢

ヨ
i
ロ
y

パ
語
と
漢
文
の
語
順
が
共
通
し
、

し
か
も
漢
字
の
熟
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翻

訳

と

傍

訓

語
構
成
能
力
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
移
す
の
に
便
利
で
あ
っ
た
た
め
と
説
明
し
て
き
た
。
そ
れ
も
一
理
あ
る
見
方
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
に
は

上
の
よ
う
な
文
化
的
シ
ス
テ
ム
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
明
治
初
期
の
翻
訳
の
諸
相
は
お
よ
そ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
あ
る
い
は
翻
訳
概
念
の
拡
張
と

い
う
批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
日
本
で
の
翻
訳
を
論
じ
て
な
お
そ
う
い
う
批
判
を
す
る
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
国

語
/
母
国
語
と
い
う
二
項
対
立
に
と
ら
わ
れ
て
、
漢
文
と
い
う
両
義
的
な
言
語
を
失
念
し
て
し
ま
っ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
だ
か
ら
じ

つ
は
「
翻
訳
」
と
い
う
熟
語
の
訓
読
み
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
単
純
な
事
実
に
さ
え
も
気
が
つ
か
ず
に
来
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
「
翻
」
に
相
当
す
る
和
語
は
ひ
る
が
え
る
で
あ
り
、
「
訳
」
の
そ
れ
は
わ
け
で
あ
る
、
が
、
で
は
「
翻
訳
」
の
和
語
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
漢
字
が
渡
来
し
て
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
日
本
の
制
度
と
文
化
は
外
国
の
文
物
の
翻
訳
・
翻
案
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
言
っ

て
過
言
で
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
翻
訳
」
を
翻
訳
し
た
和
語
を
持
た
な
い
と
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
知
識
人
の
聞
で
意
識
さ
れ
た
の
は
、
漢
文
を
用
い
る
行
為
の
な
か
で
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

「
翻
訳
」

一ー 72一一

の
問
題
が

一
つ
そ
の
よ
う
に
問
題
を

立
て
て
み
る
必
要
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

『
奇
異
雑
談
集
』

(
編
者
不
詳
、
貞
享
四
、

一
六
八
七
年
)
と
い
う
近
世
初
期
の
怪
談
集
に
、

「
今
唐
の
言
葉
を
や
は
ら
げ
、

日
本
の
言

葉
に
な
し
て
記
す
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
わ
り
が
出
て
く
る
。
中
国
の
『
第
燈
新
話
』
の
一
説
話
を
日
本
語
に
書
き
変
え
る
に
当
つ
て
の

わ

や

く

お

げ

「
や
は
ら
げ
る
」
と
は
、
和
訳
や
和
解
な
ど
の
熟
語
の

こ
と
わ
り
書
き
で
あ
る
。

「
和
」
を
念
頭
に
お
い
て
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

和
訳
や

和
解
そ
れ
自
体
も
お
そ
ら
く
日
本
人
の
作
っ
た
漢
字
の
熟
語
で
あ
っ
て
、

や
は「

和
ら
ぐ
」
と
い
う
和
語
を
掛
け
て
、
和
訳
と
は
日
本
人
に
分
か
り
ゃ
す
く
、

「和」

は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
の
意
味
で
あ
る
が
、

そ
れ
に

も
う
一
つ

な
じ
み
や
す
く
和
文
化
す
る
こ
と
だ
と
と
ら
え



こ
の
発
想
の
延
長
線
上
に
、
「
文
明
開
化
」
を
「
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
」
と
す
る
和
ト
小
わ
訓
読
み
が
あ
っ
た
。
和

文
の
翻
訳
意
識
は
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

た
わ
け
で
あ
る
。

上
回
秋
成
は
別
に
和
訳
太
郎
と
い
う
筆
名
を
用
い
た
こ
と
が
あ
り
、

『一見

燈
新
話
』
な
ど
の
中
国
の
白
話
小
説
の
翻
案
家
と
し
て
の
自
負
を
そ
こ
に
寵
め
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
当
時
の
大
阪
方
言
の

「
わ
や
く
」
、

つ
ま
り
無
茶
、

い
た
ず
ら
の
意
味
を
か
け
て
い
た
と
言
う
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
か
れ
の
「
和
訳
」

は
悪
ふ
ざ
け
に
も
な
り
か

ね
な
い
ほ
ど
あ
え
て
日
本
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
、

そ
こ
か
ら
「
原
話
」

に
対
す
る
イ
ロ
ニ

l
あ
る
い
は
パ

ロ
デ
ィ
的
な
効
果
が
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
杉
田
玄
白
の
『
蘭
学
事
始
』
(
文
化
一
二
、
一
八
一
五
年
)
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
蘭
学
者
た
ち
の
オ
ラ
ン
ダ
文
献

の
翻
訳
の
ほ
う
が
は
る
か
に
原
文
原
語
の
概
念
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
自
覚
が
高
か
っ
た
。
多
分
そ
れ
は
医
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
科

学
の
翻
訳
、
が
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
『
蘭
学
事
始
』
の
記
述
そ
れ
自
体
も
日
本
人
の
書
い
た
最
も
早
い
欧
文
脈
の
文
体
だ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
、

か
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
が
い
か
に
身
に
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
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は
、
玄
白
た
ち
の
翻
訳
『
解
体
新
書
』

(
安
永
三
、

一
七
七
四
年
)

で
は
漢
文
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

大
槻
玄
沢
の
『
蘭
訳

梯
航
』
(
文
化
二
二
年
)
は
そ
の
体
裁
を
伊
藤
仁
斎
の
『
童
子
問
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
訳
の
原
義
を
中
国
の
『
翻
訳
名
義
集
』

に
お
け
る
「
羽
一
訳
先
天
之
話
、
転
成
一
悦
地
之
き
」
。
音
雌
刷
出
明
、
義
則
大
同
」
と
い
う
定
義
に
求
め
、
日
本
の
「
訳
語
」
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
説
明
し
た
。
「
此
邦
ハ
漢
字
ヲ
取
リ
、
漢
語
・
漢
文
ヲ
用
ユ
ル
ナ
レ
パ
、
即
漢
語
ニ
邦
訓
ヲ
ア
テ
、
其
字
義
ヲ
理
会
ス
ル
ナ
リ
。

コ
レ
ヲ
古
来
和
訓
ト
イ
フ
。

コ
レ
ハ
、
実
ハ
漢
語
ノ
訳
ト
イ
フ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ゾ
。
其
訳
ヲ
詳
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
本
邦
漢
学
ヲ
専
ラ
修
ル
諸

匠
、
漢
語
ノ
本
義
ヲ
取
リ
チ
ガ
ヘ
ズ
其
正
当
ノ
詞
ヲ
ア
テ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
ニ
教
ェ
、

又
却
テ
漢
文
ヲ
書
キ
習
フ
タ
メ
和
文
ヲ
漢
文
一
一
モ
訳
セ

シ
メ
モ
ス
ル
ナ
リ
」
。

つ
ま
り
も
と
翻
訳
と
は
仏
典
の
党
語
(
ま
た
は
周
辺
諸
国
の
言
語
)
を
中
国
語
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の

北
大
文
学
部
紀
要
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逆
の
場
合
は
必
ず
し
も
含
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
漢
語
を
日
本
語
読
み
す
る
和
訓
と
は
区
別
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
こ
の

和
訓
も
意
味
拡
大
し
て
翻
訳
と
呼
ん
で
さ
し
っ
か
え
な
い
。
古
来
日
本
の
知
識
人
が
漢
語
の
語
義
を
正
し
く
会
得
す
る
た
め
に
習
練
を
重

ね
て
き
た
和
文
の
漢
文
化

(
l翻
訳
〉
と
、
上
の
よ
う
な
こ
と
と
は
相
互
作
用
の
行
為
だ
っ
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

え
て
か
れ
は
「
熟
ク
彼
文
法
ヲ
理
会
シ
テ
、
猶
漢
土
ノ
書
籍
ヲ
我
国
語
一
一
諺
解
ス
ル
ガ
如
シ
ト
知
ル
ベ
シ
。
又
、
漢
文

-L吉
ク
ベ
キ
学
才

こ
の
認
識
を
踏

ア
ラ
パ
、

直
ニ
漢
文
ニ
モ
訳
ス
ベ
キ
ナ
リ
」
と
主
張
し
、

「
汝
ガ
輩
、
彼
ヲ
学
ン
デ
此
ニ
訳
セ
ン
ト
セ
パ
、

先、

此
方
和
漢
訳
学
ノ
義
ヲ

自
得
ス
ル
ニ
在
ル
ベ
シ
」
と
奨
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
ら
え
方
に
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
漢
文
の
語
順
が
似
て
い
る
と
い
う
発
見
が
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
玄
沢
は
『
蘭
学
階
梯
』
(
天

明
八
、

一
七
八
八
年
)
)

で
、
翻
訳
の
手
順
と
し
て
、

ま
ず
漢
文
化
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
と
、
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円
伊
士
日

メインノ、 1/ν

mynheer. 
君吾

我
貴
君
ノ

嘉
日
ヲ
希

望
ス

ユ

u
俗

イキエンス

Jk wenfch 
我望

ク

ロ
b

i
l
白
日

詞言中目是
也 7見平
所へ生
ノテ人
祝先ニ

ダシ

den 

註=一

の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
た
。

た
だ
し
玄
沢
に
よ
れ
ば
お

蘭
学
と
漢
学
と
で
は
重
要
な
違
い
が
あ
る
。

そ
れ
は
漢
学
は
主
と
し
て

「
道
教
」
(
宗
教
道
徳
)

に
か
か
わ
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Some four miles distant from one of our northern manufacturing towns，' in the years 18--， was a wide and 

desolate common; a more dreary spot it is impossible to conceive--the herbage grew up in sickly patches from 

the midst of a black and stony soil. Not a tree was to be seen in the whole of the comfortless expanse. Nature 

herself had seemed to desert the solitude， as if scared by the ceaseless din of the neighbouring forges; and 

even Art， which presses all things into service， had disdained to cull use or beauty from these unpromising de. 

mesnes. There was something weird rand primeval in the aspect of the place; especially when in the long 

nights of winter you beheld the distant五resand lights which give to the vicinity of certain manufactories 80 
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官
丘
町
百
三
日
同
]
自
由
旬
℃

g
gロ
ロ
ク

m
R
E
S
-口
市
山
同
町
仏
間
同
正
当
F
5
0
4
m円
仔
叩
認
問
団
芯
・

こ
れ
を
先
に
引
用
し
た
二
種
類
の
訳
文
と
を
較
べ
て
み
れ
ば
、
訳
者
が
「
通
俗
」
版
に
お
い
て
改
め
て
原
作
に
忠
実
な
翻
訳
を
心
掛
け

γ
ヤ
ウ
J

t

、

サ

ケ

た
様
子
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
「
欧
州
奇
事
」
の
「
寒
雨
粛
々
時
ニ
過
ギ
凍
風
烈
々
地
一
一
肌
ビ
」
な
ど
は
も
と
も
と
原
文
に
な
い
表
現
で
あ

を

り

か

ら

ふ

り

あ

め

き

そ

ふ

く

か

ぜ

る
や
か
、
そ
れ
が
「
通
俗
」
版
で
は
「
折
柄
降
し
き
る
雨
を
誘
ふ
て
吹
風
に
」
と
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
遠
く
の
工
場
で
時
お

ハ
hw

セ
イ
ザ
ウ

y
z

コ
ト
ウ
き
え

A
¥

り
騰
る
炎
や
閃
光
が
周
囲
の
荒
野
を
照
し
出
す
超
自
然
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
唯
ダ
平
蕪
荒
漠
ノ
間
謹
カ
一
二
製
造
所
の
孤
俊
明
滅
タ
ル

は

る

か

み

と

も

し

び

た

す

い

へ

し

，

き

え

あ

か

き

ま

お

巳

び

ひ

か

り

己

と

い

お

そ

ろ

し

き

け

し

き

ヲ
見
ル
ノ
、
こ
か
ら
、
「
遁
に
見
ゆ
る
燈
火
ハ
誰
が
住
む
家
か
知
ら
ね
ど
も
滅
て
ハ
明
る
其
状
ハ
燐
火
の
光
に
異
な
ら
ず
最
と
凄
然
状
景

ひ

と

や

と
い
う
具
合
に
、
安
達
が
原
や
浅
茅
が
原
な
ど
の
孤
つ
家
伝
説
の
不
吉
な
印
象
を
誘
う
べ
く
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

な
り
」

そ
れ
は
製

造
所
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
が
ま
だ
当
時
の
大
衆
に
は
な
じ
み
が
な
か
っ
た
と
い
う
配
慮
に
よ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

あ
え
て
読
者
に
未
知
な
事
物
や
観
念
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
で
知
的
な
緊
張
や
関
心
を
強
い
る
翻
訳
か
ら
、
よ
り
な
じ
み
易
い
伝
統
的
な
イ

メ
ー
ジ
に
変
更
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
和
訳

l
通
俗
化
の
意
味
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ネ
イ
チ
ヤ

t

ア

1
1
r

つ
い
で
に
言
え
ば
、
原
文
に
お
い
て
は
自
然
と
技
芸
と
を
列
挙
し
て
、
前
者
は
あ
た
か
も
工
場
の
騒
音
に
追
い
立
て
ら
れ
た
か
の
ご
と

ユ

1HY
ス
ゾ
』
ユ
:
テ
イ

く
人
気
な
い
原
野
を
荒
れ
る
に
ま
か
せ
、
後
者
も
そ
こ
か
ら
有
益
や
美
を
引
出
す
に
値
し
な
い
不
毛
の
地
と
し
て
見
か
、
ぎ
っ
て
し
ま
っ

こ
れ
は
工
場
地
帯
が
か
え
っ
て
近
隣
の
原
野
を
荒
廃
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
形
で
近
代
文
明

一
ま
ず
状
況
を
人
間
の
営
み
や
自
然
の
創
造
力
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
荒
涼
た
る
野
性
状
態
に
還
元
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら

改
め
て
愛
と
教
育
に
よ
る
人
間
性
再
生
の
物
語
を
始
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
い
う
言
わ
ば
深
層
の
形
而
上
的
な
モ
チ
ー
フ
を

二
つ
の
訳
文
は
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
地
の
文
に
お
け
る
思
弁
的
な
言
説
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
進
行
の
扶
雑
物
で
し
か
な
い
、
と
判
断
し

た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

を
告
発
し
、
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た
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
が
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
の
は
、
訳
者
は
原
作
の
真
意
を
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
だ
と
科
め
立
て
す
る
よ
う
な
批
判
を
避

け
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
と
か
く
翻
訳
に
よ
る
変
容
を
訳
者
の
「
西
欧
文
学
」
に
関
す
る
理
解
の
未
熟
、
欠
陥
に
還
元

し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
当
時
の
実
情
が
見
え
て
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の

お

に

ぴ

消
去
や
工
場
の
炎
を
孤
つ
家
の
燐
火
に
変
え
て
し
ま
っ
た
変
更
は
、
訳
者
個
人
の
能
力
を
超
え
た
、
そ
の
時
代
の
文
化
的
シ
ス
テ
ム
の
作註

四

ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ

1
7
ン
・
ヤ
l

コ
ブ
ソ
ン
や
ユ

I
ジ
ン
・

A
・
ナ
イ
ダ

用
と
し
て
と
ら
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
ち
の
、
基
本
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
枠
内
で
し
か
考
察
し
て
い
な
い
よ
う
な
翻
訳
論
で
は
説
明
で
き
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
を
訂

正
し
う
る
翻
訳
の
諸
相
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

再
び
言
え
ば
、

-77ー

お
よ
そ
以
上
が
明
治
前
期
の
翻
訳
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
え
て
本
論
で
は
服
部
誠
一
纂
述
『
蜘
醜
春
窓
椅

話
』
(
明
治
一
七
、
一
八
八
四
年
)
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
一
見
こ
れ
は
『
小
説
神
髄
』
研
究
と
か
か
わ
り
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
じ
つ
は
そ
の
下
訳
を
坪
内
迫
謹
が
引
き
受
け
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
テ
ク
ス
ト
生
産
過
程
に
以
上
の
諸
相
が
さ
ら
に
複
雑
に
か
ら
ま

っ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
や
が
て
『
神
髄
』
の
記
述
の
仕
方
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
は
ず
で

あ
る
。だ

が
そ
の
前
に
さ
ら
に
二
種
類
の
翻
訳
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「
漢
文
」
を
媒
介
と
せ
ず
に
直
ち
に
和
文
化
を
目

指
し
た
翻
訳
と
、
も
う
一
つ
は
日
本
の
作
品
を
英
訳
し
た
翻
訳
と
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



翻
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第
二
章

『
魯
敏
遜
漂
行
紀
略
』
と
t
の
g出
Z
S
S山

富
岡
山
3

の
場
合

安
政
四
(
一
八
五
七
)
年
、
横
山
由
清
が
『
魯
敏
遜
漂
行
記
略
』
と
い
う
小
冊
子
を
出
板
し
た
。
原
話
は
言
う
ま
で
も
な
く
グ
ニ
エ
ル
・

デ
フ
ォ

l
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
]
ソ

l
』
で
あ
る
が
、
か
れ
が
拠
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

註
五

け
の
絵
入
り
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
ろ
う
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
点
で
「
原
文
」
と
横
山
訳
と
を
較
べ
よ
う
が
な
い

の
で
あ
る
が
、
私
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
商
学
者
の
箕
作
庇
甫
と
歌
人
の
井
上
文
雄
と
が
寄
せ
た
序
文
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次

オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
子
供
向

の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
点
で
あ
る
。
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保
一
二
(
横
山
由
清
)
江
都
人
遼
国
学
而
諮
問
属
国
文
。
今
見
其
所
郁
流
麗
可
喜
頗
有
今
昔
物
語
之
風
。
非
余
輩
妄
冒
漢
人
口
吻
以
成
一
種

一

二

一

二

一

レ

v

=

-

下

一

一

}

一

一

不
可
解
之
語
之
比
也
。
(
箕
作
院
甫
、
句
読
点
・
返
り
点
は
引
用
者
)

一

上

そ
も
そ
も
西
洋
の
国
々
の
こ
と
は
つ
か
ひ
は
、
漢
語
も
て
う
っ
さ
ん
よ
り
も
、
委
の
一
言
葉
も
て
物
す
る
な
ん
い
と
ょ
う
あ
た
れ
る
は
、

其
こ
と
と
ひ
我
大
御
国
の
ふ
り
に
似
か
よ
ひ
た
る
所
あ
れ
は
成
け
り
。

さ
れ
は
今
よ
り
す
へ
て
彼
国
書
は
か
ん
な
も
し
し
て
、
言
の
葉

の
学
あ
ら
ん
ひ
と
う
っ
さ
ま
ほ
し
き
わ
さ
に
な
ん
。
(
井
上
文
雄
、
句
読
点
は
引
用
者
)

和
文
の
翻
訳
は
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
な
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
箕
作
庇
甫
の

「
余
ガ
輩
ノ
妄
リ
ニ
漢
人
ノ
口
吻
ヲ
胃
シ
以
テ
一
種
ノ



不
可
解
ノ
語
ヲ
成
ス
ノ
比
一
一
ア
ラ
ザ
ル
也
」
と
い
う
謙
遜
に
は
、
も
ち
ろ
ん
社
交
辞
令
も
含
ま
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
が
、
訳
者
が

ハ
プ

あ
と
が
き
の
「
附
載
」
で
自
負
し
た
よ
う
な
「
今
其
章
を
逐
ひ
句
を
踏
ミ
て
片
言
隻
語
も
私
に
省
か
ず
加
へ
ず
」
と
い
う
、
逐
語
訳
が
事
実

と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
物
語
の
翻
訳
に
お
い
て
は
大
槻
玄
沢
が
理
念
と
し
た
「
但
俗
ノ
語
一
一
従
ヘ
パ
、
平
易
ニ
シ
テ
人
情
ニ
近
シ
」

と
い
う
和
文
訳
の
可
能
性
が
見
え
て
来
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
一
た
ん
の
漢
文
化
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
井
上
文
雄
の
ほ
う
は
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
文
字
の
性
質
が
似
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
今
よ
り
総
て
彼
国
書
は
仮
名

文
字
し
て
言
の
葉
の
学
あ
ら
ん
人
移
さ
ま
ほ
し
き
業
に
な
ん
(
あ
る
)
」
と
主
張
し
た
。
中
国
で
は
森
羅
万
象
の
一
つ
一
つ
に
別
な
漢
字

を
宛
て
て
膨
大
な
数
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
日
本
で
は
わ
ず
か
に
い
ろ
は
四
十
八
字
(
正
し
く
は
四
十
七
字
だ
が
、
か
つ
て
は
終
り
に
京

の
文
字
を
加
え
て
四
十
八
字
と
し
た
)
を
組
み
合
わ
せ
て
森
羅
万
象
を
言
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
名
文
字
の
特
殊
性

な
観
念
を
生
み
、
そ
れ
が
国
学
者
た
ち
の
語
源
や
音
韻
研
究
の
潜
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、

オ
ラ
ン
ダ
の
言
語
は
さ

-79.-

の
発
見
は
、

い
ろ
は
四
十
八
字
ハ
と
そ
の
発
音
)

の
一
つ
一
つ
が
根
源
的
な
意
味
と
造
語
能
力
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
の
ご
と
き
神
秘
的

ら
に
少
い
二
十
六
文
字
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
全
て
表
現
し
う
る
事
実
が
新
井
白
石
な
ど
の
注
意
を
惹
き
、
当
然
の
こ
と
な
、
が
ら
蘭
学
者

オ
ラ
ン
ダ
語
を
片
か
な
で
表
記
し
、

の
聞
で
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
ろ
は
の
類
似
性
は
常
識
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、

い
ろ
は
を
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
し
て
み
る
実
験
の
な
か
か
ら
も
日
本
語
の
音
韻
研
究
が
生
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
の
翻
訳
は
仮

名
文
字
で
行
な
う
べ
き
だ
、

と
言
う
の
は
も
ち
ろ
ん
事
態
の
短
絡
的
な
単
純
化
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
場
合
も
漢
語
を
媒
介
せ
ず
に
オ
ラ

ン
ダ
語
と
直
接
し
う
る
日
本
文
字
の
可
能
性
が
一
種
の
晶
揚
感
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
興
奮
を
も
た
ら
し
た
横
山
由
清
の
訳
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

北
大
文
学
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紀
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翻

訳

と

傍

訓

京
態
苦
ハ
討
議
官
の
考
察
り
此
人
と
し
わ
か
き
ほ
ど
よ
り
遠
く
船
併
せ
ん
の
企
あ
り
け
り
父
そ
の
事
を
し
り
て
側
近
く

イ
マ

MV

ハ
テ

F

e

v

P

P

M

V

ミ

よ
び
て
汝
此
国
を
離
れ
て
遠
く
旅
行
せ
ん
と
思
ふ
さ
ま
ミ
ゆ
旅
ハ
憂
き
も
の
ぞ
か
し
さ
る
辛
苦
に
身
体
う
ち
ま
か
せ
て
あ
り
か
ん
こ
と

イ
F

イ
マ

MV

ヲ
b
p

い
と
痛
ま
し
汝
の
才
能
わ
が
家
に
と
父
ま
り
居
と
も
必
あ
る
べ
き
さ
ま
に
身
ハ
た
て
つ
べ
き
物
ぞ
な
ど
い
さ
め
こ
し
ら
へ
け
り

箕
作
院
甫
は
『
今
昔
物
怠
巴
に
似
て
い
る
と
評
し
て
い
た
が
、

と
く
に
根
拠
が
あ
っ
て
の
判
断
と
は
思
わ
れ
な
い
。
要
す
る
に
昔
な
が

ら
の
説
話
様
式
の
代
表
と
し
て
挙
げ
て
み
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。

い
る
こ
と
と
、
敬
語
法
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
オ
ラ
ン
ダ
語
の
時
制
と
無
敬
語
表
現
と
に
従
っ
た
た
め

7
ν

イ

〆

プ

で
あ
っ
た
。
父
の
諌
め
に
そ
む
い
た
息
子
が
、
難
難
辛
苦
を
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
克
服
し
、
つ
い
に
は
「
魯
敏
遜
此
島
の
支
配
を
弗
麗
独

イ

ノ

チ

ツ

ナ

ギ

テ

ダ

テ

(
イ
ギ
リ
ス
の
原
作
に
お
け
る
フ
ラ
イ
デ
1
)

の
父
に
渡
し
こ
L

に
と
ど
ま
る
べ
き
水
夫
ら
に
わ
が
是
ま
で
生
命
を
保
続
た
り
し
術
と
か

ヤ

ギ

コ

ヤ

ハ

チ

、

=

ヵ

1
ス
V

V

カ
M
F

マ
キ
オ
ホ

の
野
羊
を
養
ひ
肥
し
酪
乾
酪
を
得
た
り
し
法
と
を
教
へ
蒔
生
す
べ
き
殻
類
な
ど
与
へ
け
り
」
と
、
言
わ
ば
未
聞
の
孤
島
を
拓
い
た
文
化
神

に
ま
で
成
長
し
て
ゆ
く
。
こ
の
放
浪
と
自
立
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
上
の
ご
と
く
擬
古
文
と
し
て
は
破
格
な
文
体
で
、
過
剰
な
思
い
入
れ
も

な
し
に
さ
ば
さ
ば
と
語
っ
て
ゆ
く
物
語
は
、
た
し
か
に
当
時
の
読
者
に
は
新
鮮
な
印
象
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
だ
し
念
の
た
め
に
附
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
態
度
は
直
ぐ
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
か
な
か
っ
た
。
一
た
ん
切
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
習
慣
の
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
理
由
を
こ
の

一
読
し
て
明
ら
か
な
の
は
全
篇
ほ
と
ん
ど
の
文
、
が
「
け
り
」

で
結
ぼ
れ
て

- 80ー

『
魯
敏
遜
漂
行
記
略
』
の
な
か
に
求
め
、

ね
な
い
危
険
が
あ
る
の
だ
が
、

し
か
も
そ
れ
を
翻
訳
上
の
欠
陥
と
見
て
し
ま
う
の
は
、
か
え
っ
て
事
態
の
本
質
を
見
誤
ら
せ
か=

ホ

た
だ
以
下
に
気
が
つ
い
た
こ
と
を
こ
さ
あ
げ
で
お
く
な
ら
ば
、
本
文
中
に
「
砂
糖
に
て
造
り
た
る
焼
酒
呑



気
あ
る
美
酒
火
薬
を
得
た
り
か
L

る
物
を
得
た
る
に
つ
け
て
も
」
云
々
、
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
出
て
く
る
。
多
分
こ
れ
は
原
文
の
正
確

な
翻
訳
で
は
な
く
、
原
文
に
挙
げ
ら
れ
た
酒
の
種
類
を
適
切
に
言
い
表
わ
す
漢
字
や
日
本
語
の
熟
語
を
思
い
つ
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

-
ヱ
小
包

た
め
に
、
言
わ
ば
そ
の
説
明
を
「
砂
糖
に
て
造
り
た
る
」
と
か
「
香
気
あ
る
」
と
か
と
い
う
具
合
に
附
加
し
た
の
で
あ
る
。

翻
訳
で
あ
る
か
ら
に
は
原
文
の
ど
の
言
葉
も
日
本
語
に
変
え
る
よ
う
に
じ
、
地
名
や
人
名
も
そ
の
発
音
を
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。

こ
れ
が
横
山
由
清
の
明
確
な
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
附
載
」

に
次
の
ご
と
く
そ
れ
と
は
異
な
る
表
記
法
を
用
い
た
こ
と
で
も
分
か
る
。

魯
敏
遜
の
名
を
都
て
郡
和
の
ロ
マ
ン
庄
一
間
一
紘
一
れ

4
2一一
m
M
一
一
作
品
謀
、
特
一
札
て
を
事
は
し
海
陸
非
常
の
患
難
を
一
昨
く

こ
の
割
註
は
日
本
人
が
ロ
マ
ン
に
つ
い
て
試
み
た
最
初
の
定
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
が
、

い
ま
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
漢
字
や

- 81ー

日
本
語
の
新
熟
語
を
作
り
が
た
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
片
か
な
で
表
記
し
て
本
文
に
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
次
に
用
い
る
時
に

は
「
こ
れ
よ
り
し
て
魯
敏
遜
の
ロ
マ
ン
多
く
世
に
行
は
れ
ロ
ユ
ッ
セ
ア
ユ
と
い
ふ
人
殊
に
此
書
を
後
世
の
為
に
実
用
あ
る
も
の
と
し
」
と

い
う
よ
う
に
「
ロ
マ
ン
」
を
外
来
語
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
片
か
な
書
き
し
て
外
来
語
(
準
日
本
語
化
)

と
し
た
例
と
し
て
も
こ
れ
は
最
も
早
い
試
み
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
わ
け
で
か
れ
が
翻
訳
で
も
同
じ
方
針
を
選
ん
だ
な
ら
ば
「
リ
ュ
ム
ゆ
崎
一
能
髄
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
だ

が
か
れ
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
地
名
と
貨
幣
単
位
に
は
割
註
を
附
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
あ
く
ま
で
も
全
文
翻
訳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

プ

ロ

ー

ド

ヵ

1

ス

か
っ
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
窮
屈
な
翻
訳
態
度
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
で
も
漢
字
の
熟
語
で
概
念
を
表
し
う
る
場
合
は
「
蒸
餅
」
「
乾
酪
」

ゲ
ク
ェ
1
h
p

「
手
銃
」
と
表
記
で
き
た
が
、
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
事
物
や
観
念
に
つ
い
て
造
語
能
力
の
乏
し
い
日
本
語
で
熟
語
を
作
る
こ
と
は
困
難
で
あ
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In the reign of a certain Emperor， whose riame is unknown to us， there was， among the Niogo and Kδyi of 

the Imperial Court， one who， though she was not of high birth， enjoyed the fuIl tide of Royal favor. Hence 

her superiors， each one of whom had always been thinking-“1. shaIl be the one，" gazed upon her disdainfuIIy 

with malignant eyes， and her巴qualsand inferiors were more indignant still. 

Such being the state of affairs， the anxiety which she had to endure was great and constant， and this was 

probably the reason why h巴rheaIth was at last so much affected， that she was often compeIled to absent 

herself from Court， and to retire to her residence of her mother. 

H巴rfather， who was a Dianagon， was dead; but her mother， being a woman of good sense， gave her possible 

"" αコ



guidance in the due performance of Courtceremony， so that in this respect she seemed but little different from 

those whose fathers ・'andmothers were still alive to bring them before public notice， yet， nevertheless， her 

fr台ndlinessmade her oftentimes feel very di伍dentfrom the want of any patron of influence. 

These circumstances， however， only tended to make the favor shown to her by the Emperor wax warmer 

and warmer， and it was even shown to such an extent as to become a warning to after-generations. There 

had been instances in China in which favoritism such as this had caused natonal disturbance and disaster: and 

thus the matter became a subject of public animadversion， and it seemed not improbable that people would 

begin to allude even to the example of Yo-ki・hi.
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At the Court of an Emperor (he lived it matters not when) there was among the many gentlewomen of the 

Wardrobe and Chamber one， who though she was not of very high rank was favoured far beyond all the rest. 

(A. Waley) 
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同
ロ
間
口
由
同
町
田
山
口
円
四
日
関
口

p
m
g
d司
白
山
田
一
色
可
口
。

?
0同
仲
町
由
民
同
国
門
叶
同
ロ
r
d『
r
c
B
F
m
g
M
H
5
5門戸
C
4
E
E
C
H
m
p田
口
白
ロ
可

O
同
F
m

O
同}同開岡田・(何・

ω巳円同町ロ由民口
r
g司

)

衣
裳
や
室
内
の
世
話
を
す
る
高
貴
な
女
性
た
ち
、
と
い
う
ウ
ェ

l
レ
!
の
翻
訳
は
「
砂
糖
に
て
造
り
た
る
焼
酒
」
と
お
な
じ
流
儀
で
あ

り
、
だ
が
女
御
や
更
衣
の
説
明
(
ま
た
は
意
訳
)
と
し
て
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ

l
は
貴
婦
人
た
ち
と
言

謙
澄
の
ほ
う
が
ま
だ
し
も
克
明
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

っ
て
い
る
だ
け
で
、
ど
ん
な
立
場
の
女
性
か
は
後
の
展
開
で
お
の
ず
か
ら
分
る
は
ず
だ
と
い
う
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば

詮
六

「
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
ひ
き
い
で
つ
う
ベ
な
り
ゆ
く
に
」
の
個
所
で
は
、
ウ
ェ

l

レ
ー
は
、
必
同
諸
問

3
r
r
§
2
5
5
g
o町
富
山
口
出

E
ロ
mw
と
し
て
い
る
が
、
明
治
期
の
流
儀
で
は
「
楊
貴
妃
一
一
能
鯨
皐
一
」
と
さ
れ
る
と

- 84ー

こ
ろ
で
あ
る
。
(
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ

i
は

J
F
D
m
同
区
内
正
弘
と
名
前
を
あ
げ
る
の
み
だ
っ
た
)
。

桐
査
の
更
衣
は
周
囲
の
嫉
み
と
い
や
が
ら
せ
で
体
調
す
ぐ
れ
ず
、

と
か
く
「
も
の
心
ぼ
そ
げ
に
さ
と
が
ち
な
る
」
わ
け
だ
が
、
謙
澄
は

「
里
」
を

J
Z
H
g
E
g
B
え

Z
H
g
o仔
白
へ
と
訳
し
、
多
分
一
種
の
縁
語
表
現
と
し
て
己
負

P
F
R
・
-
:
:
ゲ
三
宮
門
目
。
P
R
・--

と
家
庭
状
況
の
説
明
に
入
っ
て
い
っ
た
。
『
源
氏
』
自
体
は
「
楊
貴
妃
の
た
め
し
」
云
々
の
次
に
家
庭
の
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
物
語
の
順
序
の
転
倒
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
母
親
は
「
い
に
し
へ
の
人
の
よ
し
あ
る
に
て
:
:
:
何
事
の
ぎ

し
き
を
も
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ど
」
と
、
娘
が
宮
中
の
儀
式
に
お
い
て
見
劣
り
し
た
り
気
お
く
れ
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
諸
事
心
を
く
ば

っ
て
整
え
て
や
っ
た
わ
け
だ
が
、
謙
澄
は
「
宮
中
儀
式
に
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
が
で
き
る
よ
う
出
来
る
か
ぎ
り
の
指
導
と
接
け
を
し
た
」
と

い
う
意
味
に
変
え
て
い
た
。
た
だ
し
原
作
の
順
序
の
ま
ま
に
語
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ウ
ェ

l
レ
ー
の
よ
う
に
同
三

Z
B
E
E
Z
F間

合
口
忠
信
へ
(
さ
て
話
を
娘
の
ほ
う
に
も
ど
す
な
ら
ば
)
と
い
う
よ
う
な
挿
入
句
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
な
ぜ
母
親
が
そ
れ



ほ
ど
気
を
配
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て

J
Z
F
F
R
当
B

E

E由
仏
弔
問
自
問
ロ
え

8
8白

gロ印
2
5
5
R
と、

こ
れ
は
ず
っ

と
後
に
出
て
く
る
夫
、
大
納
言
の
遺
言
を
先
取
り
し
、
伏
線
と
も
な
る
べ
き
説
明
か
}
加
え
て
い
る
。
娘
の
族
け
に
つ
い
て
は
サ
イ
デ
ン
ス

イ
ツ
カ
ー
も
、
斗
r
m
B
O
P
R
4
4虫
色
丹

g
t
z
S
F四
回
目
丸
一
四
回
同
円
山
開
仲
間
口
丘
町
民
ρ
口
広
広
告
仏
骨
℃
0
2
5
2ぺ
と
過
剰
な
コ
メ
ン
ト
を
扶
ん

で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
l
レ
ー
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ

γ

カ
l
の
翻
訳
は
明
治
初
期
の
日
本
の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
変
ら
な
い
段
階
だ
っ
た
と
言

え
る
が
、
翻
訳
を
受
け
取
る
人
た
ち
の
原
作
に
関
す
る
社
会
習
慣
や
文
化
的
背
景
の
知
識
を
測
り
な
が
ら
行
な
う
表
現
で
あ
る
以
上
む
し

ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
謙
澄
の
立
場
、
が
か
れ
ら
よ
り
も
っ
と
む
ず
か
し
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
英
訳
を
受
け
取
る
読
者
の
知
識
量
が

ど
の
程
度
か
、
は
る
か
に
測
り
が
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
帝
の
桐
壷
に
寄
せ
る
愛
情
は
人
び
と
の
非
難
を
も
は
ば
か
ら
な
い
ほ
ど
で
、

「
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
ベ
き
」
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
、
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉
を
直
訳
し
た
だ
け
で
は
お
そ
ら
く
意
味
、
が
通
ら
な
い
。
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そ
こ
で
謙
澄
は
「
帝
の
愛
情
が
い
よ
い
よ
募
っ
て
ゆ
き
、
後
の
世
代
へ
の
警
告
に
な
り
か
ね
な
い
ほ
ど
人
目
を
惹
く
ま
で
に
な
っ
た
」
と

い
う
意
味
の
英
文
に
変
え
た
わ
け
だ
が
、

白
仲
間
口
三
円
国
各
自

3
2
0
2
a包
1
8
p，
と
、
そ
れ
に
続
く
「
か
ん
だ
ち
め
、
う
へ
人
な
ン
ど
も
、
あ
い
な
く
め
を
そ
ば
め
つ
つ
」
と
い
う
表

ウ
ェ

i
レ

l
は
、

民同ロ円回目
4
m
ロ

E
由
。
巧
ロ
宮
同
O
ロ
田
知
ロ
円
山
口
。
ロ
吋
丘
町
岡
叩

σ叩的同ロ

E
g
o
-門出血目白ロ口四

現
に
吸
収
し
た
形
で
意
訳
を
し
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ

l
は

nz。
-oロ
m
-
R
S
H
Zぬ
44}戸
田
昨
日
阿
佐
}
向
島
町
田
自
門
田
口
。
ロ
邑

m
g
g目
的
吉
田
向
u
c
r
o

ゲ
各
告
白
仏
国
由
民

-
E
B円
石
oロ
由
民
耳
目
ロ
m
m。凹白山田

V
-
w

と
さ
ら
に
意
訳
を
す
す
め
て
し
ま
っ
た
。
翻
訳
の
要
諦
は
、
原
文
の
概
念
を
一
た
ん
翻

訳
の
言
語
で
平
明
に
言
い
換
え
、
次
に
そ
の
翻
訳
に
お
け
る
他
の
ボ
キ
て
フ
ラ
リ
!
と
違
和
し
な
い
抽
象
度
や
社
会
的
レ
ベ
ル
の
言
葉
を

選
択
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
世
の
た
め
し
に
も
な
」

る
は
、

J
o
Z
8
5目
印
ロ
ロ
ロ
門
日
開
田
町
与
-m
同

VHmn
色
白
ロ
ペ
と
噛
み
く
だ
い
て
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
上
の
事
例
に
関
す
る
か
ぎ
り
謙
澄
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
手
順
を
踏
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍
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ま
た
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
か
つ
て
好
ん
で
翻
訳
に
用
い
ら
れ
た
漢
文
や
そ
の
書
き
下
し
文
が
大
衆
性
を
持
ち
得
な
か
っ
た
理
由
は
、

原
文
の
概
念
を
平
明
に
噛
み
く
だ
く
手
順
を
経
ず
に
比
較
的
容
易
に
類
似
の
概
念
の
漢
字
を
見
つ
け
出
し
え
た
か
ら
で
、
そ
の
た
め
中
国

古
典
や
仏
典
を
博
捜
し
て
い
よ
い
よ
大
衆
に
は
縁
遠
い
漢
字
の
熟
語
を
案
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
そ
の
手
順
を
飛
び
越
え
て
和

文
の
翻
訳
を
試
み
れ
ば
、
横
山
由
清
の
よ
う
に
「
砂
糖
で
造
り
た
る
焼
酒
」
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
の
ご
と
く
片
か
な
章
一
回
き
で
取

言
わ
ば
そ
う
い
う
段
階
で
、
謙
澄
は
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

り
込
む
ほ
か
は
な
い
。

そ
れ
で
は
「
楊
貴
妃
の
た
め
し
」

の
場
合
は
、
英
語
圏
の
人
た
ち
に
親
し
い
類
似
の
著
名
な
事
例
に
換
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
う
ベ

き
で
あ
ろ
う
か
。

じ
じ
っ
明
治
初
期
の
翻
訳
は
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
そ
う
い
う
操
作
を
や
っ
て
い
た
。
謙
澄
訳
に
そ
の
種
の

表
現
は
み
ら
れ
な
い
。

た
だ
も
う
一
つ
、
散
文
中
の
和
歌
は
多
く
の
場
合
隠
愉
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
ど
う
扱
っ
て
い
た
か
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に
よ
っ
て
翻
訳
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

桐
査
は
い
よ
い
よ
病
重
く
な
っ
て
旦
へ
帰
る
と
き
、
息
た
え
だ
え
に
「
か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
る
道
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命

な
り
け
り
」
と
い
う
歌
を
帝
に
残
し
た
。
桐
壷
の
死
後
、
帝
は
想
い
に
耐
え
か
ね
て
桐
査
の
母
の
も
と
に
使
者
を
送
っ
た
が
、
そ
の
手
紙

は
ぎ

に
以
下
の
よ
う
な
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
「
み
や
ぎ
の
の
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ぶ
風
の
お
と
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
。

こ
の
二
首
を
謙
澄
は
次
の
ご
と
く
英
訳
し
て
い
る
。

ω
Z
S
B
U
1
P
H
M白
z
z
r
H
F
U
E
H
W
守
口

2
4
u

γ向
田
}
円
四
印
可
。
ロ
印
。
間
同
門
同
間
口
円
山
]
。
口
町
一
『
咽

司
白
山
口

44。
ロ

E
H
2
3
1
任
。

g
m
r
4
4
8
r
白
ロ
仏
当

gqw

K
戸口門
H
E
4由
同
。
吋
可
。
ロ
門
回
出
「
目
。
口
々
~



、H
，ro
由
。
ロ
ロ
仏
。
同
仔
白
考
古
門
日
目
白
門
山
口
出
回
口
内
日
仏
同
町
民

k
F
R
O回
出
]
話
可
田
町
制
勺
∞
宏
司
可

-E唱

〉
ロ
門
日
目
曲
目
内
町
田

B
m
g
o日
口
問
。
同

H
r
m
g
o
F
R
]四
回
印
門
同
町
四
円

、H
，

E円

mTM呂
田
宮
口

g
F
F
m
出
品
目
片
岡

2
・

「
か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
る
道
」
は
、
帝
の
「
か
ぎ
り
あ
ら
ん
み
ち
に
も
、

お
く
れ
さ
き
だ
た
じ
と
ち
ぎ
ら
せ
給
ひ
け
る
を
」
と
い
う
言
葉

を
受
け
、
も
ち
ろ
ん
死
出
の
道
を
暗
示
す
る
が
、

そ
れ
と
こ
の
場
面
の
刻
限
(
夕
刻
)
と
を
合
わ
せ
て
、
謙
澄
は
「
暗
い
旅
路
」
と
訳
し

Tこ

「
い
か
ま
ほ
し
き
」

の

「
い
く
」

に
掛
け
ら
れ
た
「
行
く
」
と
「
生
く
」

の
う
ち
、

後
者
を
生
か
し
て

「
な
お
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て

を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

「
萩
の
木
の
下
に
眠
る
、

母
を
喪
っ
た
小
鹿
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
た
。

萩
と
鹿
と
い
う
伝
統
的
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ひ
た
す
ら
あ
な
た
の
た
め
に
生
き
て
い
た
い
」
と
い
う
意
味
に
訳
し
て
い
る
。
帝
の
言
う
「
小
萩
」
、
が
ま
だ
三
歳
の
い
と
け
な
い
光
源
氏

な
画
題
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
英
語
閏
の
読
者
に
な
じ
み
の
小
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
に
転
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
ア
l
サ

l
・
ウ
ェ

l
レ

l
は
、
「
か
ぎ
り
と
て
」
の
ほ
う
は
桐
査
の
会
話
の
な
か
に
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
が
、

「
み
や
ぎ
の
の
」

の
歌
は
次
の
よ
う
に
英
訳
し
て
い
る
。

kr円
手
自
由
。
ロ
ロ
門
目
。
同
任
問
看

E
門
戸
子
三
日

v
s
r
F
m
g
E
門目白巧

C
ロ
吋
白
}
内
向
低

5
0
0
ア

BU『

r四
回
同
仲
間
問
。
四
回
。
三
件
。
岳
四
件
目
口
弘
叩
同
一
日
一
回
口

回

ip山
口
同
問
・

北
大
文
学
部
紀
要



翻
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宮
城
野
が
高
城
(
?
)
と
な
っ
た
の
は
単
純
な
読
み
間
違
い
と
思
わ
れ
る
が
「
ふ
き
む
す
ぶ
」
を

tzu
と
す
る
の
は
、
若
沙
弥
先
生

が
番
茶
を
「
サ
ヴ
ェ
ジ
・
チ
l
」
と
置
き
換
え
た
類
で
あ
ろ
う
。

「
小
萩
」
を
「
し
な
や
か
な
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
茎
」
と
し
た
の
は
、

英
語

閤
の
読
者
に
合
わ
せ
た
イ
メ
ー
ジ
変
換
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
右
の
よ
う
な
逐
語
訳
の
な
か
に
置
か
れ
る
だ
け
で
は

i
lそ
し
て
前

後
の
訳
文
を
参
照
し
た
と
し
て
も
|
|
と
う
て
い
光
源
氏
を
指
し
た
表
現
と
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
l
の
翻
訳
は
以
下
の
ご
と
く
だ
っ
た
。

H
-
2
4白
可
。

F
H
O
m
o
岳
町
同

O同
仏
語
四
回
一
一
自
民
団
仲
間
山
0
・

、吋}回目

HO田丸
H

d
司

O口
一
円
四
口

r
o
o回m
w
w

日
間
。
ロ
]
可
阿
ロ

Oロ
]
門
「
山
田
門
}
凶
問
。
同

re--
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〉
件
岳
叩
由
。
戸
口
門
目
。
同

pm
項
目
ロ
門
y
t
H山口

m
Eぬ
門
回
目

J
S
S
Y向
山
吉
区
虫
色

P

H
Fぽ
-
円
。
同
岳
町
芯
口
込
町
円

F
Q
h
m
ロ
句
。
ロ
岳
町

5
0
0円・

前
者
は
「
つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
い
か
ま
ほ
し
き
は
別
な
道
な
り
」
と
い
っ
た
趣
き
で
、
「
い
く
」
を
か
れ
は
「
行

く
」
の
ほ
う
で
と
っ
て
い
る
。
後
者
は
ウ
ェ

l
レ
l
の
翻
訳
よ
り
は
分
か
り
ゃ
す
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
岳
山
口
]
内
を
出
口
同
日
o
g
q
で

形
容
す
る
か
、

ま
た
は
ラ
イ
ラ
ッ
ク
な
り
萩
な
り
が
【

E
B
B
-
m訟
で
か
弱
い
若
木
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
形
容
詞
を
選
ば
な
け
れ
ば
、

帝
の
想
い
を
伝
え
る
翻
訳
と
は
な
り
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
ェ

l
レ
ー
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ

γ

カ
l
の
翻
訳
は
名
訳
と
し
て
一
評
価
さ
れ
、
英
語
圏
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
研
究
し

て
い
る
人
も
多
い
が
、
謙
澄
訳
は
日
本
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
全
く
顧
み
ら
れ
な
い
。

か
れ
ら
の
翻
訳
、
が
よ
く
こ
な
れ
た
英
文
で
あ
る
の
に
較



ベ
て
、
謙
澄
訳
は
不
完
全
な
抄
訳
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
名
訳
か
否
か
と
い
っ
た
関
心
は

傍
に
置
い
て
、
翻
訳
方
法
の
歴
史
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
謙
澄
訳
の
ほ
う
が
以
上
の
ご
と
く
よ
り
慎
重
な
配
慮
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
点
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的
に
表
わ
れ
た
の
が
、
音
数
律
の
和
歌
を
隔
行
脚
韻
を
踏
ん
だ
四
行
の
英
詩
に
翻
訳
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
韻
文
観
に
機
械
的
に
従
っ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
、
言
わ
ば
形
式

そ
れ
自
体
の
翻
訳
の
た
め
に
謙
澄
は
形
式
を
整
え
る
言
葉
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
的
に
そ
れ
が
和
歌
の
隠
愉
性
を
よ
く
伝
え

る
表
現
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
形
式
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

「
楊
貴
妃
の
た
め
し
」
を
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
た
め
し
」
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
章

春
窓
精
話
/
忌
百
円
、
邑

U1t
吋

r
o
H
k
m
H
8
の
場
合
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先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
丹
羽
純
一
郎
の
『
郭
花
柳
春
話
』
を
始
め
と
す
る
多
く
の
翻
訳
小
説
は
漢
文
書
き
下
し
体
に
従
っ
た
。
が
、

そ
の
形
式
は
近
世
読
本
に
倣
っ
て
い
た
。

こ
の
場
合
の
形
式
と
は
、
物
語
の
各
国
(
ま
た
は
章
)

に
漢
文
の
対
句
形
式
の
章
題
、
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
と
、
各
回
(
ま
た
は
章
)
の

長
さ
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
対
句
形
式
の
章
題
は
中
国
の
白
話
小
説
か
ら
学
ん
だ
も
の
ら
し
い
が
、
読
本
は
単
一
の
ス
ト

ー
リ
l
ラ
イ
ン
を
追
う
よ
り
も
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
あ
る
い
は
ト
リ
プ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
が
多
く
、
各
回
に
お
け
る
語
り
の
焦
点
の
複
数

化
と
対
句
と
を
対
応
さ
せ
て
表
現
す
る
便
宜
が
あ
り
、
明
治
に
入
っ
て
も
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
各
国
の
長
さ
の
ほ
う
は
物
語
の
内
在
的

な
構
成
論
理
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
近
世
に
お
い
て
は
一
冊
の
和
綴
本
の
紙
数
が
何
丁
と
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
外
在
的
な
出

北
大
文
学
部
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そ
の
た
め
現
在
の
私
た
ち
に
は
退
屈
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
物
語
展
開
に
は
必
然
性
の
な
い
街

学
的
な
長
口
舌
が
書
き
込
ま
れ
て
、
各
国
の
量
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
脅
迫
観
念
的
な
執
着
に

版
事
情
に
基
づ
い
て
い
た
ら
し
い
。

よ
っ
て
明
治
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
形
式
上
の
拘
束
の
お
か
げ
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
翻
訳
小
説
に
お
い
て
も
原
作
に
は
な
い
、
例
え
ば
政
体
や
風
俗
な
ど
の
啓
蒙

的
な
情
報
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
当
時
の
風
潮
を
反
映
し
て
政
治
的
な
コ
メ
ン
ト
が
多
く
な
っ
た
。
必
ず
し
も
政
党
に
属
さ
な

い
人
の
翻
訳
で
あ
っ
て
さ
え
も
お
の
ず
か
ら
政
治
小
説
的
な
色
調
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
服
部
撫
松
纂
述
の
『
諮
…
春
窓
締
話
』
(
明

治
一
七
、
一
八
八
四
年
)
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
は
巧
益
R
ω
8
2
の
歴
史
叙
事
詩
E
吋

z
r身
え
叶
宮

戸
田
宮
3

(

一
八
一

O
年
)
の
翻
訳
な
の
で
あ
る
が
、
全
篇
二
十
回
の
う
ち
原
作
を
踏
え
た
物
語
と
な
る
の
は
第
七
回
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
前
は
撫
松
が
書
き
加
え
た
も
の
だ
っ
た
点
で
、
最
も
加
筆
の
多
い
翻
訳
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

註
七

た
だ
し
こ
れ
を
翻
訳
し
た
の
は
撫
松
で
は
な
い
。
坪
内
迫
遥
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
二
年
の
夏
頃
ぉ
当
時
の
大
学
生
だ
っ
た
高
田

ソ

Y

グ

早
苗
と
迫
遥
と
が
翻
訳
に
着
手
し
、
原
作
中
の
歌
謡
は
天
野
為
之
の
手
を
借
り
て
漢
詩
に
訳
し
て
お
題
名
を
『
春
江
奇
縁
』
と
し
た
。
ス

ノ
ー
ド
ン
の
騎
士
フ
ィ
ツ
ジ
ェ

I
ム
ズ
と
名
前
を
い
つ
わ
っ
た
国
王
ジ
ェ

l
ム
ズ
が
、
カ
ト
リ
ン
湖
畔
で
美
女
エ
レ
ン
と
出
合
う
、
佳
人

90ー

之
奇
遇
的
な
発
端
に
ち
な
ん
で
の
題
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
高
旧
早
苗
に
ま
と
ま
っ
た
金
を
作
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、

か
れ
の
共
立
学

校
時
代
の
漢
文
の
教
師
服
部
撫
松
に
そ
の
原
稿
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
。
撫
松
は
も
と
奥
州
二
本
松
藩
の
儒
者
だ
っ
た
が
、
維
新
後
は
東
京

に
出
て
新
時
代
の
風
俗
を
漢
文
で
調
刺
的
に
綴
っ
た
『
東
京
新
繁
昌
記
』
(
明
治
七
年
)
を
出
し
て
文
名
が
揚
が
り
、
『
江
湖
新
報
』
を
舞

台
に
健
紘
一
十
を
ふ
る
っ
て
い
る
文
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

迫
遥
は
そ
の
後
自
分
た
ち
の
習
作
的
な
翻
訳
の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
書
陪
で
『
春
窓
締
話
』
を
手
に
と
っ
て



見
て
こ
れ
が
『
春
江
奇
縁
』
の
改
作
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
驚
き
、
よ
く
み
る
と
歌
謡
の
漢
詩
訳
だ
け
は
も
と
の
ま
ま
だ
っ
た
と
い

ぅ
。
本
論
で
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
に
当
時
で
も
珍
し
く
複
雑
な
翻
訳
事
情
を
も
っ
テ
グ
ス
ト
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

し、

『
春
江
奇
縁
』
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

そ
れ
と
較
べ
な
が
ら
撫
松
の
改
作
過
程
を
と
ら
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、

お
y 
J 

ら
く
第
六
固
ま
で
は
撫
松
の
創
作
、
そ
れ
以
後
は
迫
遥
た
ち
の
翻
訳
を
あ
る
程
度
尊
重
し
つ
つ
文
体
的
な
統
一
を
は
か
つ
て
改
訂
し
た
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
文
の
読
め
な
い
撫
松
は
迫
遥
た
ち
の
翻
訳
に
依
存
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
歌
謡
の

漢
詩
化
の
と
こ
ろ
は
、
謙
澄
の
『
源
氏
』
訳
と
は
ま
た
別
様
な
形
式
の
翻
訳
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
応
す
る
翻
訳
を
あ
げ
て
み
る
。
(
た
、
だ
し
原
作
で
は
叙
事
詩
の
約
束
に
従
っ
て
ま

ず
吟
遊
詩
人
が
詩
神
に
呼
び
か
け
る
序
詩
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
引
用
は
省
略
す
る
〉

と
も
あ
れ
次
に
原
作
の
冒
頭
の
二
節
と
、

同・

吋
}
H
冊
目
片
山
間
四
国
仲
虫
、
叩
げ
向
仏
弘
一
門
ロ
ロ

r
r山
田
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一
]

W

巧
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Z
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ロ
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ク
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ヘ
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サ
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ギ
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F
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ゼ
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ケ
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W
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カ
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転
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テ
前
林
欝
葱
ノ
裡
チ
ニ
逃
奔
ス

一
つ
こ
と
わ
っ
て
お
け
ば
、
原
作
は
六
つ
の
章
か
ら
成
り
、
各
章
は
右
の
ご
と
く
幾
つ
か
の
節
に
分
か
れ
て
い
て
、
翻
訳
も
そ
れ
に
対

ケ

イ

コ

タ

ヤ

ロ

タ

応
さ
せ
て
引
用
し
た
が
、
実
際
は
I
節
の
「
鶏
谷
ノ
間
ニ
起
ル
」
か
ら
そ
の
ま
ま
E
節
の
「
野
鹿
忽
チ
」
と
続
き
、
全
く
散
文
化
し
て
い

た。

北
大
文
学
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紀
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も
し
文
体
ま
で
も
読
本
に
倣
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
然
景
観
の
叙
述
の
場
合
は
七
五
調
(
つ
ま
り
三
・
四
・
五
音
と
音
節
数
が

漸
増
し
て
ゆ
く
語
句
の
連
な
り
)
に
整
え
る
表
現
意
識
が
働
く
は
ず
だ
が
、
漢
文
書
き
下
し
体
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
外
国
の
地
名
な

ど
を
取
り
入
れ
る
と
す
れ
ば
、

と
り
わ
け
そ
れ
は
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
代
り
に
漢
文
特
有
の
朗
読
に
適
し
た
格
調
を
ね
ら
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

デ
テ

と
も
あ
れ
こ
の
二
つ
の
引
用
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
物
語
の
骨
格
た
る
出
来
事
の
進
行
、
事
態
の
推
移
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
そ
の
細

部
を
ど
う
描
い
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
の
両
者
の
相
違
が
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
月
影
が
川
面
に
映
じ
て
揺
れ
る
核
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て

ポ

エ

y

ヲ

サ

マ

チ

方

ヲ

ヤ

ハ

ラ

「
暮
煙
全
グ
収
ツ
テ
:
:
:
水
風
力
軟
カ
ニ
シ
テ
」
と
さ
ら
に
状
況
を
具
体
化
す
る
。
こ
れ
は
散
文
化
の
た
め
の
デ
テ
ー
ル
の
補
充
と
言
え

る
が
、
逆
に
水
を
飲
み
飽
い
た
鹿
が
引
き
龍
る
は
し
ば
み
の
林
の
奥
深
い
臥
床
と
い
う
デ
テ
ー
ル
は
省
略
し
、
「
一
睡
以
テ
謹
羽
ノ
労
ヲ

キ慰

セ

ン

ト

ス

」

と

簡

略

し

た

上

で

、

こ

の

静

寂

平

穏

の

な

か

に

潜

む

危

機

を

予

告

し

て

い

た

の

で

「
憐
ム
ベ
シ
:
:
:
知
ラ
ザ
ル
ヲ
」
と
、

- 94ー

あ
る
。

さ
て
原
作
の
ほ
う
で
は
時
刻
、
が
一
挙
に
移
り
、
朝
陽
が
山
頂
を
の
ろ
し
火
の
よ
う
に
朱
く
染
め
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
の
ろ
し
火

3
2
8ロ
)
と
い
う
形
容
が
危
機
の
隠
愉
だ
っ
た
こ
と
は
、
次
節
の
、
見
張
り
の
叫
び
戸
を
聞
い
た
首
領
の
ご
と
く
(
〉
由
。
日
比
四
円
司
Z
Z
R日

r
U
S
E
R
S
-
}
)
と
い
う
比
愉
と
の
対
応
で
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
翻
訳
で
は
「
都
知
ニ
シ
テ

:
:
-
W卸
ノ
残
星
、
漸
ク
落
チ
」

キ

「
忽
チ
聞
キ
得
タ
リ
:
:
:
既
ニ
シ
テ
:
:
:
諮
谷
ノ
間
ニ
起
ル
」
と
漢
文
に
常
套
的
な
、
事
態
の
急
迫
を
強

と
情
景
の
ほ
う
に
限
を
転
じ
、

調
す
る
副
詞
を
列
ね
た
構
文
に
よ
っ
て
緊
張
感
を
喚
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
川
波
に
た
わ
む
れ
る
月
光
と
、
朱
に
染
ま
っ
た
山
頂
と
い
う
原
詩
の
核
イ
メ
ー
ジ
|
|
い
ず
れ
も
そ
の
反
映
に
よ
っ
て
月

や
朝
日
を
暗
示
す
る
i
ー
の
象
徴
性
を
翻
訳
は
捨
象
し
て
、
月
そ
の
も
の
朝
日
そ
の
も
の
を
直
接
に
指
示
し
、
さ
ら
に
残
星
ま
で
も
加
え

て
情
景
の
具
象
化
を
は
か
つ
て
い
た
。
次
の
核
イ
メ
ー
ジ
は

4
2叱
仏

r
u
r
g
B
d

同

g
E
E
Z
F叩
件
、
で
あ
っ
て
、

こ
の

d
2
1
5
4
u



は
枝
を
張
っ
た
二
本
の
角
と
、
朝
陽
に
輝
く
額
の
二
重
の
意
味
を
掛
け
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
、
頂
飾
り
附
き
の
兜
を
か

ぶ
っ
た
首
領
に
警
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
牡
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
わ
け
だ
、
が
、
翻
訳
で
は
「
双
角
ヲ
振
ツ
テ
」
と
簡
略
化
さ

ヤ

ロ

ク

ト

ク

チ

A
T

イ

ヘ

イ

サ

コ

イ

ウ

メ

y

れ
て
し
ま
っ
た
。
代
り
に
「
野
鹿
夢
忽
チ
驚
キ
:
:
:
東
馳
西
騨
左
顧
右
防
シ
テ
其
ノ
為
ス
所
ヲ
知
ラ
ズ
」
と
補
っ
て
、
猟
犬
に
お
び
え
る

=
グ
ヒ
ガ
u
v
=
カ
ゲ
ミ
ギ
ヒ
〆
リ
=
ヵ
ヘ
リ
ミ
W

牝
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
原
詩
の
牡
鹿
は
後
の
展
開
か
ら
み
て
、
山
峡
奥
深
く
に
立
て
龍
っ
て
容
易
に
国
権
に
屈
し

な
い
豪
族
の
象
徴
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
翻
訳
で
は
物
音
に
お
び
え
て
逃
げ
ま
ど
う
鹿
の
姿
と
し
て
実
像
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
、
と
こ
の
場
合
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

内

ωsmw
が
牡
鹿
で
あ
る
こ
と
に
、

迫
遥
た
ち
が
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
れ
を
美
鹿
と
呼
び
、
右
の
よ
う
に
牝

鹿
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
撫
松
の
ほ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
に
出
現
す
る
孤
舟
の
美
女
の
化
身
の
印
象
を
与
え
た
か
っ
た

猟
師
が
獲
物
を
深
追
い
し
て
山
中
に
迷
い
、
思
い
が
け
ず
桃
花
源
郷
に
至
っ
て
し
ま
う
説
話
は
、
中
国
や
日
本
で
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

~.95 ~ 

す
で
に
な
じ
み
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
れ
た
統
治
者
、
が
姿
を
や
っ
し
て
領
国
の
世
情
を
視
察
し
て
ま
わ
る
話
も
、
謡
曲
『
鉢
木
』
で
有
名
な
最

明
寺
入
道
北
条
時
頼
の
遍
歴
談
な
ど
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
た
。
迫
遥
た
ち
が
こ
の
ス
コ
ッ
ト
の
作
品
を
翻
訳
に
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
も
そ

こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
多
分
撫
松
も
お
な
じ
興
味
に
惹
か
れ
つ
つ
さ
ら
に
幻
想
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め

の
情
景
の
審
美
化
と
見
る
な
ら
ば
加
筆
の
傾
向
性
が
よ
く
分
か
る
の
で
あ
る
。

タ

イ

プ

ド

仲
間
か
ら
も
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
狩
人
の
眼
前
に
、
次
の
よ
う
に
水
の
精
め
い
た
美
女
が
出
現
す
る
。

回
口
仲
田
口
白
H
口
町
田
∞
向
山
口

r
u
r
o】司口

rm
巧
。
ロ
ロ
仏
、

4♂
1
F間口

]
0
~
同

O
H
己

H由
門
由
同
時
一
山
口
∞
由
同
同

rm
由
。
ロ
ロ
円
「

匂
同
。
自
己
ロ
門
同
叩
同

HHEF
白
口
悶
問
問
仏
。
白

ru

北
大
文
学
部
紀
要



自重 liliaAl慾罷

That slanted from the islet rock， 

A damsel guider of its way， 

A little skiff shot to the bay， 

That round the promontory steep 

Led its deep line in graceful sweep， 

Eddying in almost viewless wave， 

The weeping willow-twig to lave， 

And kiss， with whispering sound and slow， 

The beach of pebbles bright as snow_ 

The boat had touch'd this silver strand， 

Just as the Hunter left his stand， 

And stood conceal' d amid the brake， 

To view this Lady of the Lake. 

The maiden paused， as if again 

She thought to catch the distant strain. 

With head up-raised， and look intent， 

And eye and ear attentive bent， 

And locks flung back， and lips apart， 

Like monument of Grecian art， 

In listening mood， she se巴m'dto stand， 

、。。、
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巾

m己
阻
止
町
田
口

Z回
目
白
仏
。
向
子
四
回
門
同
同
口
弘
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一
七
節
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壮
土
ハ
左
顧
右
陪
再
ピ
腰
間
ノ
胡
角
ヲ
把
リ
吹
ク
寸
未
ダ
一
戸
ナ
ラ
ズ
シ
テ
乍
チ
聴
キ
得
タ
リ
前
洲
柳
陰
ノ
深
キ
処
一
一
柔
櫓
ノ
響
キ
ア

セ
ン

f
t、
ォ

毛

ム

ジ

ウ

ロ

ト

ヲ

ツ

ウ

カ

ル
ヲ
、
只
ダ
見
ル
一
個
ノ
美
人
繊
々
タ
ル
王
手
以
テ
徐
ロ
ニ
繍
櫓
ヲ
撞
カ
シ
柳
陰
ヲ
出
デ
テ
岸
腰
-
一
沿
ヒ
一
葉
ノ
一
崩
舟
ヲ
泥
ベ
来
ル

ャ

、

ヲ

サ

イ

ν

y

d

ア
ウ
J
t
、

ピ

ン

ヲ
、
恰
モ
好
シ
湖
心
風
軟
カ
ニ
シ
テ
細
撞
、
紋
ヲ
ナ
シ
翠
柳
ノ
糸
ハ
是
々
ト
シ
テ
雲
警
ヲ
泳
ス
ル
ガ
如
ク
白
砂
ノ
磯
ハ
措
々
ト
シ
テ
雪

サ
e守
、
ナ
ミ

M
r
へ

ヨ

か

ノ
膚
ヲ
浴
ス
ル
ニ
一
似
似
タ
リ
須
央
一
ニ
一
シ
テ
舟
将
サ
一
ニ
一
岸
一
ニ
一
近
ヅ
カ
ン
ト
ス
壮
士
之
ヲ
看
テ
且
ツ
疑
ヒ
且
ツ
驚
キ
逮
カ
ニ
身
ヲ
転
ジ
テ
樹
陰

イ
八

一
一
操
レ
姑
一
フ
ク
奇
美
人
ノ
為
ス
所
ヲ
窺
ハ
ン
ト
要
シ
想
ヒ
道
フ
此
ノ
深
山
幽
谷
ノ
中
-
一
於
テ
人
ノ
居
住
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
矧
ン
ヤ
這
ノ

宅

Y

ケ
y

サ

子

タ

プ

ヲ

オ

サ

般
婚
研
タ
ル
美
婦
人
ノ
住
ス
ル
ア
ラ
ン
ヤ
暁
リ
得
タ
リ
這
ハ
是
レ
狐
狸
ノ
人
ヲ
証
カ
ス
ニ
ア
ラ
ザ
レ
パ
一
ノ
仙
窟
ナ
ラ
ン
ト
気
ヲ
扉
メ

ヒ

ト

ミ

セ

ウ

ケ

ン

イ

カ

ヅ

デ

メ

シ

樹
ニ
患
リ
昨
ヲ
定
メ
テ
膿
見
セ
リ
美
人
ハ
忽
ン
ゾ
之
レ
ヲ
知
一
フ
ン
既
一
一
シ
テ
舟
ヲ
岸
頭
ノ
老
樹
ニ
繋
ギ
首
ヲ
挙
ゲ
テ
時
一
一
附
シ
昨
ヲ
焼

ミ
カ
ヘ
山
げ

カ
タ
プ

ラ
シ
耳
ヲ
傾
ケ
テ
恰
カ
モ
尚
ホ
胡
角
ノ
余
音
ヲ
聞
キ
声
ノ
来
ル
所
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

L
如
シ
壮
士
樹
陰
ヨ
リ
縞
カ
ニ
容
態
ヲ
窺
へ

ミ

ド

リ

ノ

カ

ミ

タ

ク

毛

ノ

ハ

コ

フ

ア

カ

キ

タ

チ

ピ

ρ
ナ

カ

パ

ヲ

ノ

ハ

ナ

ホ

コ

ロ

ピ

ズ

ヰ

M
V

ユ

パ
妙
齢
未
ダ
二
八
ヲ
過
ギ
ズ
翠
髪
ハ
背
ニ
垂
レ
テ
雲
葉
凝
テ
散
セ
ズ
丹
唇
ハ
半
パ
開
イ
テ
蓄
葎
花
将
サ
ニ
綻
ン
ト
ス
正
ニ
是
レ
珪
珠
ノ

-

a

r

'

u

v

ヤ

テ

仙
蛾
鹿
嚢
一
一
降
リ
一
箇
ノ
神
女
ネ
イ
ヤ
ド
(
仙
境
ノ
名
)
ノ
水
宮
ヲ
出
ヅ
花
容
ノ
義
餅
タ
ル
玉
質
ノ
餅
賄
タ
ル
希
腫
ノ
美
術
モ
亦
将
サ

γ
ヤ

パ

タ

ヲ

ヤ

方

ア

デ

ヤ

カ

ニ
三
舎
ヲ
避
ケ
ン
ト
ス

- 97ー

小
島
の
岩
壁
に
傾
き
生
え
て
い
る
オ

l
ク
の
老
木
の
下
か
ら
一
一
般
の
小
舟
が
現
わ
れ
て
、
舟
床
に
立
つ
乙
女
に
導
か
れ
る
か
の
ご
と
く

ダ
ウ

音
も
な
く
湖
面
を
す
べ
る
よ
う
に
進
ん
で
来
る
。
こ
の
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
光
景
を
「
壮
士
」
に
気
づ
か
せ
る
た
め
に
翻
訳
は
「
柔
櫓
ノ

「
繊
々
タ
ル
玉
手
以
テ
徐
ロ
ニ
繍
櫓
ヲ
壷
カ
」
す
動
作
を
補
っ
て
現
実
性
を
与
え
よ
う
と
し
て

t

い
る
。
し
か
も

響
キ
」
を
加
え
、

乙
女
の

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

タ
プ
ヲ

こ
れ
を
見
て
「
樹
陰
-
一
般
レ
」
た
壮
士
の
、
「
姑
ラ
グ
奇
美
人
ノ
為
ス
所
ヲ
窺
ハ
ン
ト
要
シ
想
ヒ
道
フ
:
:
:
這
ハ
是
レ
狐
狸
ノ
人
ヲ
認
カ

ス
ニ
ア
ラ
ザ
レ
パ
一
ノ
仙
窟
ナ
ラ
ン
」
と
い
う
一
種
の
内
的
独
白
(
こ
の
表
現
自
体
は
当
時
新
し
か
っ
た
が
)
を
加
筆
し
て
、
怪
奇
性
と

仙
郷
的
印
象
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
乙
女
の
年
令
を
こ
と
さ
ら
「
妙
齢
未
ダ
二
八
ヲ
過
ギ
ズ
」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
近
世
の

読
み
物
な
ど
で
美
し
い
少
女
を
登
場
さ
せ
る
と
、
必
ず
「
年
は
二
八
か
に
く
か
ら
ず
(
一
六
歳
頃
か
、

で
な
く
て
も
ま
だ
一
八
歳
に
は
至

れ
て
半
ば
聞
い
た
唇
は
、

ま
る
で

慣
用
的
な
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
聞
き
な
れ
ぬ
物
音
の
正
体
を
確
か
め
る
こ
と
に
注
意
を
奪
わ

、

ナ

ポ

ヨ

ロ

グ

』

「
蓄
積
花
将
サ
ニ
綻
ン
ト
」
す
る
ご
と
く
で
、
花
の
菅
や
珠
で
飾
っ
た
神
殿
の
仙
女
が
「
塵
震
(
沙
婆

る
ま
い
)
」
と
形
容
す
る
、

け
)
」

こ
れ
は
も
う
笑
う
し
か
な
い
ほ
ど
の
思
い
入
れ
で
美
辞
麗
句
を
重
ね
て
い
る
が
、

上
の
よ
う
な
加
筆
は
撫
松
の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

に
降
り
立
っ
た
よ
う
だ
と
、

そ
れ
を
含
め
て
以

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
原
作
自
体
が
こ
の
女
性
を
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
に
警
え
、
岸
辺
の
ニ

γ
フ
に
見
立
て
る
な
ど
修
辞
を
凝
ら
し
て
い

-98.-

た
わ
け
で
、
追
遥
た
ち
も
そ
れ
を
踏
え
た
形
容
を
工
夫
し
た
に
ち
が
い
な
く
、
さ
ら
に
撫
松
が
誇
張
を
進
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
中
国
の
張
鷺
の
『
遊
仙
窟
』
は
唐
代
初
期
に
書
か
れ
た
伝
奇
的
な
才
子
佳
人
の
情
話
で
あ
っ
て
、
中
国
で
は
散
侠
し
日
本
に
の
み
残

っ
た
作
品
で
あ
る
た
め
一
そ
う
日
本
の
文
人
に
珍
重
さ
れ
た
。
ま
る
で
美
人
や
家
具
調
度
や
食
べ
物
を
讃
め
た
た
え
る
美
辞
麗
句
集
と
い

っ
た
趣
き
が
あ
り
、
撫
松
は
そ
れ
に
比
肩
さ
せ
よ
う
と
し
た
気
配
が
な
い
で
も
な
い
。
旅
人
が
思
い
が
け
ず
桃
花
源
郷
的
な
秘
境
に
迷
い

込
ん
で
し
ま
う
導
入
部
も
共
通
す
る
が
、
美
女
の
妙
な
る
「
妖
曲
」
〈
原
作
で
は
巴
}
由
民
師
団
宮
口
)
が
耳
に
残
っ
て

「
壮
士
」

は
容
易
に
眠

ら
れ
ず
、
眠
転
反
側
、
き
れ
ぎ
れ
の
不
思
議
な
夢
に
悩
ま
さ
れ
る
展
開
も
似
て
い
る
。
し
か
も
撫
松
は
、
原
作
に
は
な
い
「
壮
士
」
の
夢

う
つ
つ
な
内
的
独
白
を
長
々
と
書
き
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
、
が
、
『
遊
仙
窟
』
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
想
像
に
代
え
て
、
「
雄
土
ノ
胸
臆
ヲ
推オ

シ

明
暗

w
ス
レ
パ
不
意
一
一
奇
兵
ヲ
出
ダ
シ
余
ヲ
檎
コ
ニ
ス
ル
ナ
キ
ヲ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
云
々
と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
を
与
え
、
無
造
作
な
同
一
化
を
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At length， with Ellen in a grove 

He seem'd to walk， and speak of love; 

She Iisten'd with a blush and sigh， 

His suit was warm， his hopes were high， 

He sought her yielded hand to c1asp， 

And a cold gauntlet met his grasp; 

The phantom's sex was changed and gone， 
Upon its head a helment shone; 

Slowly enlarged to giant size， 

With darken'd cheek and threatening eyes， 

The grisly visage， stern and hoar， 

To Ellen still a Iikeness bore.一

体 0~1ミ \J 0 !.J>r、ムm判官出必 H ふ入 Q樹事選制隔収J摺，...).}!酎恒士f 観察 12 ベÇ'.}!孔j 冷lJ 1 \藍.ß~会j抱~1ミ，...).}!ユふ:Q，...)~

結E陣Q鑑定担金千J-¥QC'¥--i' <:ヨト，...)..，9:::-、ト =1トヤ 214ヨユ。心 ).J ベ\~誌 r 寵1mâ 0 吋 ""12 i#t1J 0 令t<.(入 K会l足掛，...)¥--itぞ

l'0心'ぬもw1主主君子J'己-\Ql'0~'内J~必z、 12~~ 0'~割宕~蝿棋会J= 卜 lトャ×かの ).J 心 t負担制その o¥J-¥Ql'0o ~~t等以 ).J 0 

寺44く状動経喜三~

。、。、



翻

訳

と

傍

訓

箇
所
の
翻
訳
は
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

又
一
一
睦
シ
夢
二
夫
人
ノ
近
着
ス
ル
ヲ
見
ル
即
チ
相
携
へ
テ
わ
恥
榔
即
応
ノ
間
ニ
迫
遥
シ
愛
慕
ノ
情
俄
カ
ニ
発
シ
テ
禁
ジ
難
ク
他
ノ
跡
事
ヲ

路
ツ
テ
頻
リ
ニ
艶
情
ヲ
説
着
ス
美
人
都
府
錯
綜
シ
テ
都
ヘ
ズ
我
ガ
情
餅
ヨ
切
ニ
シ
テ
美
人
ヲ
都
シ
去
ラ
ン
ト
ス
レ
バ
即
併
が
ト
シ
テ
玉
手

ノ
俄
カ
ニ
冷
カ
ナ
ル
ヲ
覚
ユ
酔
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
見
レ
パ
花
顔
ノ
美
人
ハ
乍
チ
変
ジ
テ
一
個
の
巨
人
ト
ナ
リ
手
ニ
練
鉄
ノ
手
套
ヲ
穿
チ
頭

一
一
欄
然
タ
ル
金
兜
ヲ
戴
キ
身
ノ
長
ケ
丈
余
ニ
シ
テ
両
限
、
鏡
ヲ
歎
キ
双
頬
墨
ノ
如
シ
然
レ
陀
其
容
貌
猶
ホ
暗
-
一
美
人
-
一
肖
タ
所
ア
ル
ガ

如
、ン

こ
の
翻
訳
の
前
半
、

-1∞-

つ
ま
り
「
美
人
ヲ
擁
シ
去
ラ
ン
ト
ス
」
と
二
人
で
密
室
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
し
た
、
や
や
過
剰
解
釈
の
と
こ
ろ
ま

で
は
、
明
ら
か
に
『
遊
仙
窟
』
的
な
情
話
に
引
き
つ
け
た
描
き
方
を
し
て
い
る
。
が
、
続
け
て
間
加
し
た
「
濠
然
ト
シ
テ
」
と
い
う
形
容

詞
は
、
読
本
な
ど
で
気
性
烈
し
い
貞
女
が
た
わ
け
た
男
を
は
ね
つ
け
る
時
の
表
現
に
よ
く
用
い
ら
れ
、
政
治
小
説
に
お
け
る
美
貌
の
女
丈

夫
の
形
容
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
夢
」

に
転
換
を
与
え
、
(
原
詩
の
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
奇
怪
な
容
貌
か
ら
)
「
壮

士
」
を
畏
怖
摺
伏
さ
せ
る
偉
丈
夫
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
志
士
、
龍
馬
が
師
の
娘
に
た
わ
む
れ
、
毅
然

た
る
態
度
で
叱
責
さ
れ
た
夢
か
ら
覚
め
て
、
か
ね
て
そ
の
女
性
に
抱
い
て
い
た
恋
情
に
白
か
ら
気
づ
き
、
そ
れ
と
と
も
に
秘
さ
れ
た
衝
動

を
深
く
恥
じ
て
一
そ
う
志
を
堅
め
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
夢
の
描
き
方
は
、
す
で
に
坂
崎
紫
澗
の
『
駅
前
鰍
一
試
均
一
汗
血
千
里
駒
』
(
明
治

一
六
年
)
で
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
撫
松
は
、
迫
遥
た
ち
の
「
下
訳
」
し
た
こ
の
夢
の
場
面
を
使
っ
て
、
『
経
国
美
談
』

イ
y
F
1
テ
タ
ス
チ
ユ
ア
ヲ
イ
ズ

の
よ
う
に
人
情
本
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
否
定
し
た
政
治
小
説
の
系
譜
と
、
才
子
佳
人
の
情
話
の
流
れ
と
を
間
テ
ク
ス
ト
化
し
た
こ
と
に
な



る
。
そ
れ
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
言
わ
ば
予
備
的
な
表
現
が
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た

「
壮
士
想
ヒ
道
フ
」
的
な
内
的
独
自
で
あ
っ
た
。

し
か
も

右
の
よ
う
に
常
識
で
は
結
び
つ
く
は
ず
の
な
い
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
交
錯
す
る
奇
怪
な
夢
を
描
い
て
、
そ
の
人
物
の
潜
在
的
な
情
念
を
暗

示
し
た
方
法
は
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
新
し
く
、

二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
(
明
治
二
十
年
)

に
お
い
て
|
|
文
体
こ
そ
全
く
異
質
で

は
あ
っ
た
が
|
|
幌
転
反
側
の
内
的
独
自
の
の
ち
の
夢
の
な
か
に
母
親
が
現
わ
れ
、
そ
の
顔
に
需
が
生
え
た
か
と
思
う
と
課
長
の
首
と
な

り
、
さ
ら
に
お
勢
に
変
貌
し
て
ゆ
く
夢
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

セ
Y

V
ユ

=

ギ

つ
い
で
に
言
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
「
他
ノ
繊
手
ヲ
握
ツ
テ
」
に
お
け
る
「
他
」
は
い
わ
ゆ
る
三
人
称
の
代
名
詞
で
あ
っ
て
、

エ
レ
ン

を
指
し
て
い
る
。
中
国
の
使
い
方
を
援
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
こ
の
翻
訳
で
は
「
彼
」
と
い
う
代
名
詞
も
用
い
て
い
た

「
"
-
主
-

-

J

f
争
J
中
J
Y
L

「
彼
女
」

女
性
の
場
合
も
「
彼
」
を
宛
て
て
い
る
)
。

傾
向
性
と
し
て
言
う
な
ら
ば
作
中
人
物
聞
の
関
係
意
識
が
濃
厚
な
場
合
、

主主」
h
e
p
-
Eノ
¥
、

t
1
7
7
-〈

こ
の
二
つ
の
代
名
詞
の
厳
密
な
使
い
分
け
は
も
ち
ろ
ん

コ
一
人
称
的
に
表
現
す
る
と
き
に
は
「
他
」
と
呼
び
、
そ
の
関
係
(
意
識
〉
が
希
薄
な
場
合
は
語
り
の
中
立
性
を
示
す
形
で

「
彼
」
と
言
い

-101ー

刃也、
0
2
こ
、
ミ
、

三
日

u
q
カ
T
L
カ

「
語
り
手
」
が
一
方
の
側
に
立
っ
て
他
方
を

現
わ
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
関
係
(
意
識
)
は
必
ず
し
も
右
の
例
の
よ
う
に
「
我
l
汝
」
的
な
親
密
さ
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で

ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
二
人
の
男
の
場
合
も
、

係
で
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
を
強
調
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
り
し
た
と
き
に
は

は
な
く
、

「
語
り
手
」

は
一
方
の
男
か
ら
み
た
相
手
を
「
他
」
と
呼
ん
だ
。

そ
う
い
う
関

「
彼
」
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
他
」
と
「
彼
」
と
の
併
用
は
、
近
代
の
日
本
語
に
お
け
る
人
称
代
名
調
の
発
生
の
点
で
も
興
味
あ
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

迫
遥
は
他
の
文
章
で
「
他
」
を
用
い
た
例
は
な
く
n

撫
松
の
『
東
京
新
繁
昌
記
』
で
は
こ
の
二
つ
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
「
看
一

看
」
「
足
一
足
」
な
ど
の
熟
語
が
頻
出
す
る
点
か
ら
み
で
事
撫
松
の
加
筆
と
と
も
に
持
ち
込
ま
れ
た
表
現
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
東
京
新

繁
昌
記
』
と
同
様
の
漢
文
の
風
俗
誌
、

松
本
万
年
の
『
東
京
新
橋
雑
記
』

(
明
治
一
一
年
)

に
お
い
て
も
、

芸
妓
か
ら
流
し
目
を
送
ら
れ

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓
H
J

ヒ

フ

ヲ

ν
=

た
不
粋
な
客
が
「
誤
想
道
、
他
是
有
情
子
俺
」
と
や
に
さ
が
る
場
面
が
出
て
く
る
。
杉
田
玄
白
の
『
蘭
学
事
始
』
に
「
か
れ
」
と
い
う
人

ν

一
一
一

称
代
名
詞
は
す
で
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
風
俗
誌
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
地
の
文
に
「
彼
」
や
「
他
」
は
見
ら
れ
ず
、
登
場
人

物
の
会
話
の
な
か
で
第
三
者
が
「
彼
」
ま
た
は

「
他
」
と
呼
ば
れ
る
か
、
あ
る
い
は
「
想
ヒ
道
フ
」
と
い
う
独
り
言
の
な
か
で

「
他
(
こ

の
女
)
は
お
れ
に
気
が
あ
る
ら
し
い
ぞ
」
と
い
う
よ
う
な
形
で

「
他
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
少
な
い
デ
ー
タ
ー
か
ら
結
論
を
急

ぐ
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
以
上
の
点
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
こ
の
漢
文
風
俗
誌
の

「
彼
」
が
、

お
そ
ら
く
追
遥
た
ち
の

下
訳

に
あ
っ

た
「
彼
」
と
結
び
つ
い
て
地
の
文
に
ま
で
転
用
さ
れ
、
「
他
」
の
ほ
う
は
会
話
や
独
自
の
関
係
意
識
を
残
し
た
ま
ま
先
ほ
ど
の
よ
う
な
夢
の

出
来
事
の
描
写
に
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
経
緯
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

ザ

コ

イ

フ

J
F
Y

テ

ウ

テ

さ
ら
に
加
え
て
言
え
ば
こ
の
『
春
窓
締
話
』
の
「
左
顧
右
防
」
「
長
郷
」
な
ど
の
ル
ピ
で
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
音
読
み
に
呉
音
を
や

ル
ピ
を
附
し
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
で
も
私
た
ち
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
熟
語

や
偏
愛
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
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が
『
東
京
新
繁
昌
記
』
と
多
く
重
な
る
こ
と
や
、
熟
語
の
左
側
に
附
し
た
和
語
の
ル
ピ
も
共
通
性
が
多
い
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
も
ま
た

撫
松
の
表
現
だ
っ
た
と
考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
迫
遥
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
原
作
の
歌
謡
の
漢
詩
訳
だ
け
は
『
春
江
奇
縁
』
の
ま
ま
採
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は

形
式
の
翻
訳
を
も
含
め
て
、
か
れ
ら
の
翻
訳
態
度
を
窺
う
重
要
な
一
例
た
り
う
る
だ
ろ
う
。
次
に
あ
げ
る
の
は
食
宴
の
折
に
エ
レ
ン
が
客

人
を
も
て
な
す
た
め
に
歌
っ
た
う
た
で
あ
る
。

E
ω
0
5山
由
♂

H
2
1
F
4
4
4阻
止
回
目
。

wF

ω}mm
℃
仔
巾
回
一
m
m
℃
手
同
門
}
目
。
44印
ロ
2
r
H
E
Eロ
mu



Dream of batt1ed fields no more， 

Days of danger， nights of waking. 

In our isle's巴nchantedhall， 

Hands unseen thy couch are strewing， 

Fairy strains of music fall， 

Every sens巴 inslumber dewing. 

Soldier， rest! thy warfare 0'巴r，

Dream of fighting fields no more; 

Sleep the sleep that knows no breaking， 

Morn of toil， nor night of waking. 

“Nor rude sound shall reach thine ear， 

Armour's clang， or war-steed champing， 

Trump nor pibroch summon here 

Mustering clan， or squadron trampini5; 

Yet the lark's shrill五femay come 

At the day-break from the fallow， 

And the bittern sound his drum， 

Booming from the sedgy shallow. 

Ruder sounds shall none be near， 

44÷く?{;fr小結喜三協

げ、
Cコ
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氏
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団
口
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4
2
E
丘
町
四
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口
氏

m
r
田
口
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ロ
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阿
国

HHHH)Emu

ω宮
口
昨
日
口
問
口
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ロ
♂
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2
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吋
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口
問
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門
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目
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H
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君t

睡Z

郷5
万3
槍1

セ
Y

グ
Y

サ

リ

セ

イ

キ

、

ム

テ

V

サ

?

γ

ペ
γ
イ
3

フ
キ
ミ
ガ
コ
ト
ヲ
、

w
セ
y
キ
ヤ
ヲ
ア
リ
ヒ
ト
オ
毛
7
キ
ミ
セ
ツ
ム
カ
ヘ
テ
キ
ミ
ヲ
zy
メ
日
一
、
ラ
ア
キ

y
y
ウ
ノ
ト
コ
エ
ク
キ
シ
コ
エ
キ
ヨ
タ
シ
テ
リ
ヤ
ウ
ジ
シ
ウ
プ
キ
ハ
ウ
チ

y

ヨ

y
ヅ
カ
=
γ
テ

νイ
サ
ク
ヵ
ゥ
'
e
y

千
軍
去
分
葱
旗
空
、
壮
士
可
休
君
事
終
、
仙
郷
有
人
思
君
切
、
迎
君
為
掃
錦
繍
床
、
璃
琴
声
清
梁
塵
動
、
宝
枕
夜
静
霊
草
呑
、

ν

ν

レ

レ

ム

リ

ナ

ガ

ク

Y
メ
ヨ
タ
イ
ヘ
イ
ノ
ジ
ヤ
ウ
コ
ノ
チ
毛
ト
コ

νナ
γ
セ

Y

エ

キ

ア

=

キ

カ

Y
ヤ
メ
イ
グ

y
ヘ
イ
パ
ノ
コ
エ

夢
襖
長
占
太
平
情
、
此
地
素
是
無
戦
役
、
宣
開
明
最
兵
馬
声
。

翻
訳
で
は
何
と
か
七
言
律
詩
の
形
に
整
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、

で
あ
ろ
う
。

「
仙
郷
・
・
・
・
・
・
思
君
切
」

の
句
は
原
詩
に
根
拠
を
持
た
ぬ
表
現
で
あ
る
が
、

つ
い
に
収
め
き
れ
や
す
、
二
句
一
聯
を
追
加
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

こ
の
歌
謡
の
直
前
に
エ
レ
ン
が
「
私
た
ち
は
道
に
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迷
っ
た
騎
士
に
呪
文
を
か
け
た
の
だ
(
そ
し
て
こ
こ
へ
導
い
た
の
だ
ど
と
い
う
謎
め
い
た
こ
と
を
語
り
、
だ
が
翻
訳
で
そ
の
科
白
は
省

略
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
こ
こ
で
デ
フ
ォ
ル
メ
し
つ
つ
生
か
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の原
核詩
イの
メ 中
l 心
ジ 的
が な
「 概
2 念

信は

e胸
中

見
の

tb想

ると
手ケ
が E
あこ1-

さ弱
S雪

E F 
堅手
姦E
幸吉
長れ
事 ず
防町 iこ
の
百深
二1 し、

蕗睡
り

り をそ
眠

そ L

し、 '1~ 

で 7

い fーし、

ど う

で 」
と

あで

ごあ
~っ
こ Tこ
とヵミ
は 、

言
う
ま
で
も
な
い
。
迫
遥
た
ち
は
そ
こ
に
強
く
反
応
し
て
「
洛
琴
:
:
:
梁
塵
動
:
:
:
霊
草
呑
」
と
伝
統
的
な
漢
詩
の
修
辞
で
イ
メ
ー
ジ
を

拡
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
エ
レ
ン
の
歌
謡
は
右
の
引
用
で
一
た
ん
休
止
し
、

一
息
つ
い
で
か
ら
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
た
。
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仲
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仏
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ロ
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門
田

H
H
g
p
H
m
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口
}
凶
器
四

U
仏
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口
問

w

、H
，
r山
口
}
門
口
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門
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H
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片
山
閉
山
口
向
田
口
口
w

匂
O
H

田
仲
仏
国
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HHm
円
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出
回
国
向
日
】
可
凸
ゆ

回
目
円
四
口
。
ゲ
ロ
札
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8己
口
円
山
片
目

4a-尽・
3
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=
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ヤ
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キ
=
リ
ス
b
p

キ
ワ
ゼ
ン
ヲ

V
カ
ヤ
ト
ホ
ク
サ
ツ
テ
ズ
ペ
カ
ラ
宅
ト
ム
キ
ミ
ペ
ジ
イ
コ
ワ
キ
ミ
ペ

γ
ネ
ム
ル

猟
土
応
息
君
事
休
、
勿
復
向
暁
理
弓
箭
、
鹿
令
遠
去
不
可
求
、
君
可
休
失
君
可
睡
、

ペ

γ

v

=

一

レ

一

一

一

v

グ

ス

キ

ミ

ペ

グ

ネ

ム

戸

キ

ミ

ペ

V
イ
コ
フ
キ
ミ
ノ
ム
マ
イ
ヘ
ド
宅
サ
h
y
ト
ナ
シ
ゾ
F
ラ
y
ヲ
V
ム

=

キ

ミ

ズ

ヤ

γ
ヲ
コ
ノ
ナ
ユ
ラ
イ
ム
コ
リ
ザ
オ
〆
ヤ
カ
タ
エ
テ
テ
y
カ
ク
セ
イ
ノ
ウ
ム
ナ
グ
ス
グ
ウ
サ
ク
ヲ

侍
、
君
可
睡
失
君
可
休
、
君
馬
難
逝
何
足
惜
、
君
不
知
此
地
由
来
夢
魂
穏
、
絶
無
角
声
促
戎
装
。

V

V

レ

ν

ν

=

一

一

一

一

胡
角
声
絶
山
谷
幽
、

愛
狗
護
君
床
前

原
詩
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
お
な
じ
漢
詩
の
形
式
に
整
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

た
だ
「
君
不
知
:
:
:
夢
魂
穏
」

の
一
句
だ
け
は
三
字

多
い
。
唐
の
七
言
古
詩
や
楽
府
な
ど
に
も
字
数
の
不
揃
が
見
ら
れ
な
い
で
は
な
く
、
と
く
に
「
君
不
見
(
君
見
ず
や
)
」
や
「
君
不
知
(
君

北
大
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翻
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知
ら
ず
や
」
な
ど
の
借
問
の
表
現
の
場
合
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
一
勾
の
み
三
字
多
い

詩
形
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
ず
、

そ
の
点
で
も
こ
の
翻
訳
は
破
格
だ
っ
た
。

し
か
も
こ
の
句
に
対
応
す
る
表
現
が
原
作
に
は
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
意
表
を
つ
く
挿
入
句
だ
っ
た
と
も
言
え
る
が
、

し
か
し
こ
ち
ら
の
翻
訳
の
場
合
は
原
詩
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
よ
く
生
か
し
て
お
り
、

そ
れ
が
志
向
す
る
中
心
的
な
概
念
を
こ
の
句
に
よ
っ
て
突
出
さ
せ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
、
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
迫
遥
た
ち
は
日
木
の
長
歌
形
式
を
選
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
も
ま
た
漢
文
書
き
下
し
文
体
で
『
春
江

y
v
r
 

奇
縁
』
の
翻
訳
を
し
た
ら
し
く
、
と
す
る
な
ら
ば
エ
レ
ン
の
歌
謡
の
異
質
さ
を
際
立
た
せ
、
し
か
も
原
詩
の
句
数
と
整
合
さ
せ
る
た
め
に

そ
れ
で
は
、

も
長
歌
形
式
の
ほ
う
が
都
合
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
か
れ
ら
が
和
歌
表
現
に
不
得
手
だ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
の
が
多
分
最
も
無
難
な
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
別
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り
漢
文
へ
の
翻
訳
を
最

初
の
手
順
と
す
る
観
念
に
か
れ
ら
が
支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
形
式
へ
の
固
執
は
、
末
松
謙
澄
の
『
源
氏
』
英
訳
に
お
け
る
和
歌
の
翻
訳
の
仕
方
と
類
似
す
る
。
か
れ
が
桐
壷
の
更
衣
や

帝
の
歌
を
隔
行
脚
韻
の
四
行
の
英
詩
へ
翻
訳
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
五
言
絶
句
の
漢
詩
に
変
え
て
み
た
だ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
測
が
可

能
で
あ
る
し
、
そ
の
翻
訳
英
語
か
ら
絶
句
を
作
っ
て
み
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
詩
形
式
の
執
着
と

尊
重
が
こ
の
時
代
の
文
人
に
共
通
の
観
念
だ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
撫
松
が
迫
遥
た
ち
の
漢
詩
の
部
分
だ
け
は
加
筆
、
改
変
し
な
か
っ

た
理
由
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
形
式
へ
の
固
執
は
、

不
可
避
的
に
原
詩
の
部
分
的
な
削
除
と
新
た
な
補
足
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
迫
遥
た
ち

は
大
胆
に
そ
れ
を
や
り
、
撫
松
も
ま
た
そ
の
『
春
江
奇
縁
』
の
再
翻
訳
と
も
言
う
べ
き
『
春
窓
椅
話
』
に
お
い
て
遠
慮
な
く
そ
れ
を
行
な

っ
た
。
言
わ
ば
原
文
の
概
念
の
過
不
足
の
な
い
移
し
替
え
が
翻
訳
の
理
想
と
な
っ
た
後
世
か
ら
み
て
、

か
れ
ら
の
操
作
は
豪
傑
訳
と
榔
撒



的
に
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

し
か
し
翻
訳
の
実
情
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
事
実
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
翻
訳
は
ほ
と
ん
ど
の
場

合
一
種
の
文
化
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
惹
き
起
し
、
そ
れ
は
ま
ず
形
式
の
レ
ベ
ル
で
起
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
翻
訳
の
主
要
な

モ
チ
ー
フ
は
吸
収
と
同
化
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
翻
訳
す
る
側
の
な
か
で
眠
っ
て
い
た
文
化
シ
ス
テ
ム
の
異
化
作
用
と
し
て
こ
れ
を

顕
在
化
さ
せ
も
す
る
わ
け
で
、
そ
の
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ツ
な
葛
藤
の
な
か
で
形
式
の
問
題
、
が
強
く
喚
起
さ
れ
て
く
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言

y
u
J
グ

う
べ
き
だ
ろ
う
。
兵
士
の
子
守
唄
と
も
言
え
る
エ
レ
ン
の
歌
謡
に
士
大
夫
の
漢
詩
を
対
崎
さ
せ
た
と
き
、
そ
れ
が
内
容
に
ま
で
干
渉
し

て
、
兵
士
の
さ
さ
く
れ
立
っ
た
感
情
を
鎮
静
さ
せ
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
が
、
征
戦
の
場
か
ら
平
和
な
仙
郷
へ
招
じ
入
れ
る
桃
花
源
郷
的

な
パ
タ
ー
ン
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
コ
ッ
ト
の
叙
事
詩
に
お
い
て
は
ブ
イ
ツ
ツ
ジ
ェ

l
ム
ズ
と
名
の
る
国
主
ジ
ェ

l
ム
ズ
が
エ
レ
ン
に
恋
心
を
打
ち
明
け
る
が
、

に
は
既
に
恋
人
が
い
て
今
は
遠
く
に
旅
し
て
い
る
の
だ
と
告
げ
ら
れ
、
潔
く
わ
が
恋
を
あ
き
ら
め
る
と
い
う
具
合
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
ん

で
ゆ
く
。
だ
が
、
ど
ん
な
事
情
で
恋
人
が
遠
く
へ
旅
立
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
、
物
語
形
式
と
し
て
は
完
全
で

エ
レ
ン
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ま

K
ハ、

』

1
1

と
迫
遥
た
ち
は
考
え
た
ら
し
い
。
迫
遥
た
ち
、

と
私
が
こ
こ
で
推
定
す
る
の
は
、
迫
遥
の
他
の
翻
訳
か
ら
み
て
、
そ
の
種
の
加

筆
に
よ
っ
て
物
語
形
式
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
お
そ
ら
く
そ
の
加
筆
は
そ
れ
ほ
ど

長
く
は
な
く
、

ス
コ
ッ
ト
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
部
に
挿
入
さ
れ
て
あ
っ
た
。
迫
遥
は
撫
松
の
『
春
窓
締
話
』
を
見
て
、
自
分
た
ち
の
翻
訳

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
順
序
を
変
え
、
大
幅
な
加
筆
の
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
撫
松
は
そ
の
道
遥
た
ち
の

加
筆
部
分
を
発
端
に
持
っ
て
ゆ
き
、

そ
れ
を
第
一
回
か
ら
六
回
に
ま
で
引
き
延
ば
す
と
い
う
改
変
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
春
窓
締

話
』
と
原
作
と
が
対
応
す
る
部
分
は
ほ
ぼ
ス
ト
ー
リ
ー
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
撫
松
が
原
作
を
参
照
し
つ
つ
改
め
て
ス

ト
l
リ
ー
を
も
と
の
順
序
に
整
合
さ
せ
た
と
は
考
え
ら
れ
や
す
、
そ
れ
な
ら
ば
変
え
ら
れ
た
の
は
迫
遥
た
ち
の
加
筆
部
分
だ
っ
た
と
み
る
の

北
大
文
学
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紀
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翻
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が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
え
せ
つ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
く
と
も
第
一
回
か
ら
六
回
に
及
ぶ
長
大
な
前
説
部
分
の
大
半
は
撫
松
の
加
筆
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

ア

セ

タ

イ

ヲ

の
加
筆
者
が
ま
ず
「
人
民
ノ
善
政
一
一
値
ヒ
難
ク
佳
人
ノ
才
子
-
一
遇
ヒ
難
キ
ハ
世
態
ノ
常
ト
ハ
云
へ
千
歳
ノ
下
小
説
ヲ
読
ム
者
ヲ
シ
テ
毎
ネ

タ

-
一
悲
嘆
一
一
堪
へ
ザ
ラ
シ
ム
」
と
読
者
の
願
望
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
し
た
上
で
、
佳
人
が
才
子
と
遇
う
情
話
と
、
人
民
が
善
政
を
獲
得
す
る

政
治
小
説
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
統
合
し
た
物
語
に
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
長
大
な
加
筆
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
こ
っ
目

の
漢
詩
に
お
け
る
「
君
不
知
:
:
:
夢
魂
穏
」

の
一
旬
に
相
当
す
る
、
意
図
的
な
突
出
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
日
本
の
読
者
に
も
と
ヨ

l
p

ッ
パ
の
物
語
を
架
橋
す
る
必
須
の
形
式
的
手
続
き
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
エ
レ
ン
を
初
め

飛
蝶
ノ
戯
ル
ヲ
観
(
ル
)
」
と
、

窓
辺
に
彼
女
を
立
た
せ
て
い
た
。

窓
に
椅
っ
て
横
顔
を
み
せ
て
い
る
美
人
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
現
在
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て
読
者
の
前
に
登
場
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
一
箇
ノ
佳
人
繍
窓
ヲ
披
キ
繊
々
タ
ル
王
手
ヲ
仲
ベ
テ
議
翠
ノ
垂
幕
ヲ
掲
ゲ
半
面
ヲ
出
シ
テ

で
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
佳
人
は
深
窓
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
観
念
を
守
っ
て
き
た
日
本
文
学
の
歴
史
に
、

の
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
の
登
場
の
さ
せ
方
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
追
遥
た
ち
の
『
春
江
奇
縁
』
を
『
春
窓
締
話
』
に
改
め
た
所
以
で
あ
り
、

〉ー

」ー

イ
メ
ー
ジ
の
作
り
方
と
し
て
は
中
国
の
名
妓
伝
『
呉
門
画
紡
録
』
な
ど
を
取
り
入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
エ
キ
ゾ
チ

ズ
ム
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
と
日
本
的
な
読
本
と
の
差
異
化
を
は
か
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
こ
れ
は
一
種
の
過
渡
性
と
流
動
性
を
苧
ん
だ
テ
ク
ス
ト
と
言
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
独
特
な
ル
ピ

が
附
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
ル
ピ
自
体
、
が
次
の
章
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
漢
文
書
き
下
し
文
体
に
干
渉
し
て
表
現
の
安
定
性
を
さ
ら
に
揺

が
せ
て
し
ま
う
機
能
を
果
し
て
い
た
。

こ
れ
は
撫
松
が
附
し
た
も
の
で
な
く
、
あ
る
い
は
編
集
者
を
兼
ね
た
出
版
人
の
附
け
た
も
の
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、

と
も
あ
れ
そ
れ
が
こ
の
テ
グ
ス
ト
の

「
通
俗
」
版
を
促
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
流
動
性
を
与
え
、
多
様



な
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
を
生
む
テ
ク
ス
ト
生
産
の
シ
ス
テ
ム
の
一
顕
現
と
も
言
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

傍
訓
の
ポ
デ
ン

ν
ャ
リ
テ
ィ

私
は
こ
れ
ま
で
何
の
こ
と
わ
り
も
な
し
に
ル
ピ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
。

も
と
そ
れ
は

E
S
と
い
う
活
字
の
大
き
さ
を
表
わ
す

日
本
で
五
号
活
字
の
ふ
り
が
な
に
用
い
る
七
号
、
活
字
と
ほ
ぼ
お
な
じ
大
き
さ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

ww

ピ

ー

が
な
一
般
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
使
い
始
め
た
時
代
な
ら
ば
「
ふ
り
が
な
」
と
で
も
表
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

の
ち
に
ふ
り

印
刷
用
語
で
あ
っ
た
が
、

し
た
意
味
は
失
わ
れ
、

は
ル
ビ

l
の
日
本
的
な
使
い
方
に
よ
る
意
訳
と
な
る
わ
け
だ
が
、
現
在
で
は
も
と
活
字
の
大
き
さ
を
表
わ

(
音
)

日
本
的
な
用
法
が
中
心
的
概
念
と
な
る
と
と
も
に
ル
ピ
と
略
字
化
さ
れ
て
言
わ
ば
日
本
語
の
一
つ
と
な
る
に
至
つ
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ぅ
。
こ
の
場
合
「
ふ
り
が
な
」

た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
近
世
以
来
の
ふ
り
が
な
は
、
既
に
第
一
章
で
見
て
き
た
ご
と
く
、
け
っ
し
て
た
だ
漢
字
を
発
音
す
る
際
の
音
読
み
や
訓
読
み

を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
大
胆
な
解
釈
を
踏
ま
え
た
意
訳
や
傍
註
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
現
在
そ
の
役
割
、
が
見
え
に
〈
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
戦
後
の
当
用
漢
字
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
当
用
漢
字
以
外
の
漢
字
、
あ
る
い
は
当
用
漢
字
の
音
訓
表
に
な
い
読
み

の
場
合
に
は
ふ
り
が
な
を
附
す
る
と
い
う
規
則
に
拘
束
さ
れ
、
か
え
っ
て
そ
の
ほ
か
の
機
能
を
失
念
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
最
近
で
も
「
そ
れ
と
共
駆
的
な
積
極
的
な
命
題
」
「
『
所
与
|
所
識
』
等
値
化
的
統
ご
「
思
念
」
(
広
松
渉
『
新
哲
学
入
門
』
)
な
ど
の

用
例
が
み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

い
ず
れ
も
抽
象
度
の
高
い
難
し
い
概
念
を
平
明
に
和
ら
げ
た
翻
訳
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、

カ
ー
ス

し
か
し
幕
末
期
す
で
に
「
乾
酪
」
「
砂
糖
に
て
造
ハ
リ
百
%

「士ハ

腕
」
を
和
ら
げ
る
の
に
英
語
の
宮
町
を
使
う
の
は
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

焼
酒
」
と
い
う
方
法
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
翻
訳
し
、
外
来
語
と
し
て
日
本
語
の
な
か
に
吸
収
す
る
歴
史
を
始
め
て
き
た
わ
け
で
、
翻

訳
さ
れ
る
外
国
語
の
ほ
う
を
ふ
り
が
な
と
す
る
関
係
が
逆
転
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
ふ
り
が
な
に
よ
る
、
説
明
す
る
言
葉
と
説
明
さ

れ
る
言
葉
、
翻
訳
語
と
被
翻
訳
語
と
の
関
係
は
つ
ね
に
転
換
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
概
念
が
生
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
相
互
批
評
的
な
作
用
を
も
派
生
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
一
つ
確
認
し
て
、

一、
二
章
で
列
挙
し
た
用
例
を
改
め
て
整
理
し
、
検
討
し
て
み
た
い
。

A 

室タ
垂フ

ニ慈E
悲ヲ

ー以テ

ー賜へ

5因4 銭マ
?循v

i姑3F不
九息タ 5二敢T

V'"主粗
明 2率
治 i戴=

五 i過セ
年 f 荒

(
天
保
六
年
、

『
都
繁
昌
記
』
)

B 

1文Z
i明3
2開3
2化5
2之ノ
3盛3
時グ

『
御
布
告
往
来
』
)
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ふ
り
が
な

両
者
は
い
ず
れ
も
傍
註
的
な
傍
訓
で
あ
る
が
、

A
は
漢
文
の
ほ
う
が
む
し
ろ
乞
食
の
科
白
|
|
『
都
繁
昌
記
』
は
乞
食
が
多
い
の
は
そ

れ
だ
け
施
し
物
を
す
る
富
裕
な
商
家
も
多
い
証
拠
だ
、
と
調
刺
的
な
視
点
で
京
都
の
風
俗
を
描
い
た
ー
ー
を
翻
訳
し
た
も
の
と
見
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
庶
民
的
風
俗
/
知
識
人
的
描
写
と
い
う
、
対
象
と
表
現
と
の
階
級
的
文
化
的
落
差
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
る
た

ふ
り
が
な

め
の
対
照
的
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
が
想
定
す
る
読
者
層
に
と
っ
て
、
傍
訓
に
頼
ら
な
け
れ
ば
漢
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
い
う

ペ
ア
に
な
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
「
共
組
的
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
う
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
文
脈
に
依
存
す
る
言
わ
ば
一
回
か
ぎ

ふ
り
が
な

り
の
傍
訓
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
の
人
も
く
り
返
し
う
る
規
範
的
な
固
定
性
は
き
わ
め
て
乏
し
い
の
で
あ
る
。

ふ

り

が

な

ず

ら

し

そ
れ
に
対
し
て

B
に
お
け
る
左
側
の
傍
訓
は
も
ち
ろ
ん
一
種
の
意
訳
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
概
念
の
転
移
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
文
明
開
化
」
そ
れ
自
体
が
、
も
と
も
と
丘
三

r
aゃ、

s
r
z
s
a
の
訳
語
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
文
明
段
階
と
し
て
半
開

(E]小



nz一-NE)
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
「
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
」
は
文
明
開
化
を
通
俗
的
に
和
ら
げ
て
註
釈
す
る
と
と
も

パ

治

リ

コ

ウ

こ
れ
ま
で
の
半
開

(
E
R
E
n
-
i
r包
)
だ
っ
た
日
本
が
開
化
(
口
玄
『
包
)
に
な
る
こ
と

に
、
も
と
の
英
語
の
概
念
に
立
ち
も
ど
っ
た
上
で
、

だ
と
説
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
文
明
開
化
/
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
と
い
う
対
照
は
、
そ
の
理
念
の
側
に
立
っ
て
表
現
す
る

者
/
ま
だ
理
解
で
き
ぬ
無
智
半
開
の
者
、
と
い
う
知
的
落
差
を
含
意
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
パ
カ
モ
リ
コ
ウ
ニ
ナ
ル
」
は
明
ら
か
に
「
文
明

開
化
」
の
概
念
の
限
定
あ
る
い
は
歪
曲
に
よ
る
ず
ら
し
を
行
な
っ
て
お
り
、

A
が
対
照
的
併
記
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
因
循
回
息
」
を
「
ク
ヅ
ツ
キ
イ
ツ
ス
ン
ノ
ガ
レ
」
と
す
る
の
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
転
義
的
併
記

で
は
、
次
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

C 

郡
勝
野
即
時
伊
町
ハ
ョ
常
時
腕
一
側
一
国
の
影
ァ

W

イ
ヘ
艇
な
り
。

砂
糖
に
て
造
り
た
る
焼
酒
呑
気
あ
る
美
酒
を
得
た
り
(
安
政
四
年
、
『
魯
敏
遜
漂

-111ー

行
記
略
』
)

D 

セ

キ

パ

ク

か

な

し

き

け

し

き

コ

ト

ウ

き

ぇ

，

t

寂
実
ノ
惨
景
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
:
:
:
弧
燈
明
滅
タ
ル
ヲ
見
ル

(
明
治

一年、

『
献
酬
花
柳
春
話
』
)

E 

お
脳
出
航
き
尉
副
知
ハ

um
に
島
町
へ
ん
や
う
ぞ
な
し
:
:
:
総
て
ハ
蹴
る
其
ね
ハ
伽
州
知
の
料
に
黙
な
ら
ず
(
同
一
六
年
、
『
愉
花
柳
春
話
』
〉

か
な
の
ほ
う
が
む
し
ろ
本
文
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
べ

C
の
初
め
の
二
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
発
音
を
写
す
た
め
に
漢
字
の
音
を
借
り
た
も
の
で
、
一
見
ル
ピ
的
な
片

た
だ
し
「
育
」
の
ほ
う
は
や
や

こ
こ
で
は
借
音
的
ル
ピ
と
呼
ん
で
お
く
。

複
雑
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
英
語
の
〈
2
r
と
一
九
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
「
育
」

の
発
音
が
似
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、

し
か

し
ヰ
ュ
ク
と
書
か
ず
、

J

問
。
停
の
オ
ラ
ン
ダ
語
読
み
に
従
っ
て
表
記
し
た
の
で
あ
る
。
安
政
七
年
の
『
商
用
通
語
』
は
日
本
語
に
相
当
す

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

る
英
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
を
併
記
し
た
会
話
書
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
十
分
に
」

b
e

，、
「
聞
」
に
対
し
て

に
対
し
て
は

「
ヱ
ノ
フ
」
と
「
ゲ
ヌ

l
グ
サ

l
ム」、

「
へ
I
ル
」
》
}
「
ホ

l
レ
ン
」
、

「
手
紙
」

に
は
「
レ
ッ
ト
ル
」
と
「
ブ
リ
l
フ」、

「女」

に
は
「
ウ
ヲ

l
メ
ン
」
と

「
フ
ロ

l
」
、
「
あ
な
た
御
親
切
に
願
い
ま
す
」

に
は
「
ユ

l
、
ア
ー
ル
%
ウ
エ
リ
l
、
カ
イ
ン
ト
」
シ
}
「
へ

l
、
セ

l
ト、

セ

ノレ、

フ

リ
ン
デ
レ

1
キ
」
と
が
並
べ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
で
商
取
引
き
の
会
話
が
う
ま
く
運
ん
だ
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
が
、
英
語
の
発
音
、
が
よ

く
分
か
ら
な
い
場
合
は
そ
の
競
り
を
そ
の
ま
ま
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
読
み
に
し
、
オ
ラ
ン
ダ
語
的
な
発
音
に
近
づ
け
て
表
記
し
た
の
マ
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
綴
り
を
な
ぞ
る
表
記
の
仕
方
は
、
明
治
の
英
語
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
坪
内
追
遥
や
北

村
透
谷
の
文
章
に
お
け
る
英
語
の
片
か
な
書
き
は
と
う
て
い
発
音
の
ま
ま
と
は
思
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
綴
り
を
出
来
る

だ
け
忠
実
に
伝
え
よ
う
と
し
た
、
言
わ
ば
綴
り
字
的
な
ル
ビ
だ
っ
た
と
受
け
取
る
ほ
う
が
は
る
か
に
納
得
で
き
る
も
の
が
多
い
か
ら
で

C
の
「
砂
糖
に
て
造
均
百
る
焼
酒
」
の
場
合
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
く
「
リ
ュ
ム
ゆ
浦
一
昨
純
一
」
と
、
そ
の
本
文
を
割

註
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
表
記
で
あ
っ
て
、
先
に
ル
ピ
/
佑
昔
漢
字
の
関
係
を
借
音
的
ル
ピ
と
呼
ん
だ
の
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
は
ル
ピ
/

釈
義
的
熟
語
の
関
係
を
釈
義
的
ル
ピ
と
呼
ん
で
お
く
。
「
貯
脱
」
も
「
カ

1
ス
腕
」
と
で
き
る
点
で
は
同
様
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
(
ち
な

ふ
り
が
な

み
に
私
は
本
章
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
を
か
な
書
き
し
た
ふ
り
が
な
を
ル
ビ
と
呼
び
、
傍
訓
と
区
別
し
て
い
る
)
。
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あ
る
。そ

の
一
方
、

分
か
る
よ
う
に
C
の
借
音
的
ル
ピ
や
釈
義
的
ル
ビ
は
、
む
し
ろ
ル
ピ
の
ほ
う
を
本
文
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
借
音
の
漢
字
や
語

釈
的
な
熟
語
は
そ
の
傍
註
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
観
点
を
も
っ
て

E
を
み
る
な
ら
ば
、
本
文
と
し
て
扱
う
べ
き
な
の
は
傍
訓

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
傍
訓
に
従
っ
て
読
ん
で
こ
そ
文
法
的
な
つ
な
が
り
、
が
生
き
て
く
る
。
も
し
そ
れ
を

取
り
除
け
て
漢
字
を
音
読
み
す
る
な
ら
ば
、
文
法
的
な
流
れ
は
断
た
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
が

C
の
場
合
と
異
る
の
は
、

C 



に
お
け
る
併
記
は
規
範
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
が
変
え
ら
れ
る
の
は
よ
り
適
切
な
借
音
漢
字
や
熟
語
が
見
つ
か
っ
た

と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ル
ピ
の
ほ
う
が
外
来
語
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
に
つ
れ
て
漢
字
や
熟
語
は
消
し
去
ら
れ
、
ル

ピ
だ
っ
た
外
来
語
が
文
字
ど
お
り
本
文
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
較
べ
て

E
の
併
記
は
む
し
ろ
固
定
性
が
乏
し
く
、
一
回
性
が
そ
の
本
質

も

の

す

ご

あ

り

ま

さ

き

え

あ

か

お

に

ぴ

だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
く
に
「
荒
涼
き
惨
景
」
「
滅
て
ハ
明
る
」
「
燐
火
」
な
ど
は
、
別
な
漢
字
を
宛
て
る
こ
と
も
で
き
、
あ
る
い
は
漢

字
な
し
で
傍
訓
を
そ
の
ま
ま
本
文
と
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
。
そ
の
点
で
も
傍
訓
が
本
文
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、

傍
訓
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
を
本
文
的

読
本
や
人
情
本
の
流
れ
を
汲
む
明
治
前
期
の
テ
ク
ス
ト
や
、
『
平
仮
名
絵
入
新
聞
』
『
仮
名
読
新
聞
』
な
ど
の
記
事
は
圧
倒
的
に

E
の
表

現
が
多
か
っ
た
。
迫
遥
の
『
当
世
昔
一
日
生
気
質
』
は
も
ち
ろ
ん
、
『
小
説
神
髄
』
で
さ
え
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
大
正

期
以
降
の
再
版
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
漢
字
熟
語
の
特
殊
な
訓
み
の
み
を
残
す
と
い
う
方
針
で
、
ほ
と
ん
ど
の
傍
訓
は
削
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
本
文
の
重
要
な
改
変
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
漢
字
の
ほ
う
が
本
文
的
傍
訓
の
概
念
を
強
調
し
、

-113-

時
に
は
誇
張
さ
え
し
た
釈
義
の
傍
註
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

D
は
一
見
音
読
み
と
訓
読
み
の
併
用
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
音
読
み
こ
そ
が
本

か

な

し

き

け

し

き

き

え

Ft

文
に
即
し
た
ふ
り
が
な
な
の
で
あ
っ
て
、
「
惨
景
」
や
「
明
滅
」
な
ど
は
音
読
み
に
変
え
な
け
れ
ば
文
法
的
な
つ
な
が
り
が
妨
げ
ら
れ

ロ
恥
a
台
マ
晶

e
b
A

，h
、、

て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
和
語
に
和
ら
げ
た
訓
み
を
一
部
す
も
の
と
一
応
は
言
え
る
の
だ
が
、
実
際
は
「
孤
燈
明
誠
」
な
ど
と
音
読
み
と

そ
れ
た
の
に

と
も
あ
れ
以
上
の

C
と
E
に
対
し
て
、

並
べ
ら
れ
る
と
か
え
っ
て
わ
ず
ら
わ
し
く
、
と
う
て
い
概
念
の
強
調
や
明
確
化
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
傍
訓
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
る
一
つ
の
理
由
は

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

セ

キ

ミ

ク

サ

ン

」

F

イ

コ

ト

ク

メ

イ

メ

ツ

寂
実
ノ
惨
景
云
フ
ベ
カ
ラ
ベ
:
:
:
孤
燈
明
滅
タ
ル
ヲ
見
ル

か

な

し

き

け

し

き

き

え

A

、

と
併
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
簡
略
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
す
で
に
私
た
ち
は
『
春
窓
椅
話
』
か
ら
の
引
用
文
に

見
て
き
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
傍
訓
の
多
く
も
ま
た
一
回
性
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ど
の
漢
字
熟
語
を
選
ん

で
ふ
り
が
な
を
附
す
か
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
任
意
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
応
の
解
釈
と
し
て
は
、

「
惨
景
」
と
い
う
漢
字

に
は
む
ご
た
ら
し
い
光
景
の
印
象
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
文
脈
上
の
物
淋
し
く
す
さ
ま
じ
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
か
す
べ
く

「
か
な
し
き
け
し
き
」
と
和
ら
げ
、
「
明
滅
」
に
は
点
滅
す
る
燈
が
遠
方
か
す
か
に
見
え
る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
の
「
き
え
ん
¥
」
を
補
っ

た
の
だ
と
説
明
で
き
よ
う
。
『
春
窓
締
話
』
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
も
こ
の
種
の
解
釈
を
下
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ぼ
な
ぜ

ゲ
ア

「
双
頬
」
の
左
側
に
「
ホ
ウ
」
を
附
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
法
則
が
見
つ
け
が
た
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
洛
意
性
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
文
法
的
に
は
不
適
切
だ
が
し
か
し
概
念
の
流
れ
の
観
点
か
ら
は
代
替
可
能
な
和
語
を
か
か
わ

ら
せ
、
漢
文
脈
に
和
文
脈
を
干
渉
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
だ
け
で
な
く
、
和
語
の
傍
訓
が
一
回
性
を
特
徴
と
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
逆
に
見
れ
ば
、
音
読
み
の
ふ
り
が
な
は
固
定
的
、
規
範

的
だ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
漢
字
は
そ
の
発
音
つ
ま
り
音
読
み
と
と
も
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
わ
け

で
、
日
本
が
深
く
交
渉
を
持
っ
た
時
代
に
応
じ
て
漢
音
、
呉
音
な
ど
の
複
数
の
音
読
み
を
持
つ
の
が
通
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
い

ず
れ
も
規
範
的
な
音
読
み
と
し
て
1
1
i
と
り
わ
け
儒
典
や
仏
典
な
ど
に
固
有
な
熟
語
の
音
読
み
は

l
ー
ー
尊
重
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
き
た
。

あ
る
漢
字
の
概
念
を
と
ら
え
、

お
な
じ
よ
う
な
概
念
の
別
な
漢
字
の
音
読
み
を
宛
て
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
間
違
い
と
し
て
排
除
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
概
念
と
類
似
の
概
念
の
日
本
語
を
宛
て
る
の
は
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
訓
読
み
で
あ
り
、

一
見
規
範
的
の
よ
う
だ
が
、



方
を
批
評
的
に
相
対
化
す
る
働
き
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

上
に
見
て
き
た
ご
と
く
一
回
性
と
し
て
の
一
種
の
洛
意
性
を
含
み
、
音
読
み
の
規
範
性
を
揺
る
が
せ
て
し
ま
う
。
ば
か
り
で
な
く
統
辞
論

と
か
範
列
論
と
か
い
う
概
念
自
体
を
も
相
刻
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
訓
読
み
を
A
に
お
け
る
対
照
的
併
記
に
対
し
て
相
称
的
傍
訓
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を
相
称
的
と
呼
ぶ
の
は
、
時
に

は
一
つ
の
漢
字
の
左
右
に
附
さ
れ
た
訓
読
み
と
音
読
み
と
が
相
補
的
な
関
係
で
概
念
や
イ
メ
ー
ジ
の
明
確
化
を
助
け
、
時
に
は
二
万
が
他

セ
キ
パ
タ
か
な
し
き
け
し
き

そ
し
て
こ
れ
併
記
と
呼
ば
ず
に
傍
訓
と
言
う
の
は
、
「
寂
冥
ノ
惨
景
」
の
ご

し
か
も
こ
の
「
か
な
し
き
け
し
き
」
は
省
略
さ
れ
た
「
サ
ン
ケ

と
く
音
読
み
と
訓
読
み
と
が
つ
な
が
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

イ
」
と
い
う
相
称
的
な
音
読
み
を
前
提
し
た
上
で
の
ふ
り
が
な
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
る
な
ら
ば
、

か
る
。
規
範
的
な
も
の
と
は
借
音
的
ル
ビ
と
釈
義
的
ル
ピ
、
お
よ
び
音
読
み
と
で
あ
り
、
前
の
二
者
は
よ
り
適
切
な
漢
字
や
熟
語
が
み
つ

か
っ
た
場
合
は
改
変
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
よ
り
適
切
な
」
規
範
性
を
求
め
て
固
定
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
後
者

一W

ピ

こ
れ
ら
の
ほ
う
が
ふ
り
が
な
と
し
て
は
よ
り
一
般
的
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
全
体
の
な
か
で
は

い
わ
ゆ
る
ふ
り
が
な
は
規
範
的
な
も
の
と
一
回
性
の
も
の
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
分
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と
同
一
の
性
質
を
備
え
て
い
る
。

ご
く
限
ら
れ
た
、

し
か
も
表
現
性
の
乏
し
い
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
対
照
的
併
記
や
転
義
的
併
記
、
本
文
的
傍
訓
や
相
称
的
傍
訓
な
ど
は
何
ら
か
の
形
で
そ
の
規
範
性
、
固
定
性
を
相
対
化

す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。

E
の
ご
と
く
和
語
の
か
な
書
き
で
間
に
合
う
と
こ
ろ
に
も
敢
て
凝
っ
た
漢
字
熟
語
を
用
い
て
本
文
化
す
る
こ

註

八

サ

ア

w
-
F
Y
F

と
は
、

J
・
デ
リ
ダ
の
言
う
「
危
険
な
代
補
」
た
る
過
剰
な
観
念
的
解
釈
を
生
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
相
称
的
傍
訓

は
そ
の
逆
の
解
毒
作
用
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
漢
字
と
音
読
み
で
固
定
化
さ
れ
や
す
い
概
念
を

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

批
評
化
す
る
よ
う
な
傍
訓
の
あ
り
う
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
も
十
分
に
想
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

の
で
あ
る
。

じ
じ
っ
迫
遥
は
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
た

い

ぎ

り

す

く

お

う

あ

お

う

あ

な

き

が

し

お

や

だ

ま

か

ぶ

あ

め

あ

じ

は

ゆ

で

た

ひ

と

つ

た

べ

も

の

ほ

か

も

ち

英
の
句
レ
イ
ク
翁
亜
リ
ボ
ン
翁
な
ど
ハ
批
評
家
の
尤
物
株
な
り
:
;
:
飴
ハ
味
ひ
い
と
美
き
一
穫
の
食
物
に
外
な
ら
ね
ど
用
ひ
や
う
に
で

か

う

，

か

う

む

す

こ

お

や

や

し

な

〈

寸

り

お

ほ

ど

る

ほ

う

や

う

じ

き

り

ざ

い

れ

ラ

き

さ

く

し

や

さ

ら

だ

い

ま

な

こ

ひ

ら

し

ょ

せ

い

し

ゃ

く

わ

い

孝
行
息
子
が
親
を
養
ふ
良
薬
に
も
な
り
盗
拓
が
窃
盗
の
す
て
き
な
材
料
に
も
な
り
し
と
聞
く
作
者
の
皿
大
の
限
を
聞
き
て
学
生
社
界
の

あ

ら

さ

が

こ

の

し

よ

う

ち

な

さ

よ

む

ひ

と

A
、

も

き

う

だ

い

ち

ゑ

ふ

〈

る

く

ち

ひ

ら

よ

し

と

あ

し

き

ふ

ん

べ

つ

い

や

し

き

き

た

ふ

是
非
を
批
評
L
此
書
の
中
に
納
め
た
れ
パ
読
者
輩
ハ
地
球
大
の
智
恵
の
袋
の
口
を
聞
き
て
是
非
曲
直
を
分
別
し
て
随
劣
を
去
り
高
尚
き

と

じ

っ

さ

い

よ

う

そ

な

ひ

じ

ゅ

っ

“

な

び

じ

ゆ

っ

お

の

れ

み

じ

ゅ

く

さ

う

し

う

ち

ひ

と

き

か

く

た

か

し

を
取
る
実
際
の
用
に
供
へ
た
ま
ハ
父
美
術
の
名
あ
り
て
微
術
と
い
ふ
べ
き
予
が
未
熟
な
る
稗
史
の
中
に
も
人
の
気
格
を
高
う
す
て
ふ
自

ぜ

ん

か

う

よ

う

と

h

る

よ

た

う

せ

い

し

ょ

せ

い

か

た

ぎ

然
の
効
用
の
な
か
ら
ず
や
ハ
あ
な
か
し
こ
心
し
て
読
ま
せ
た
ま
へ
(
「
当
世
書
生
気
質
は
し
が
き
」
)
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盗
臨
と
い
う
『
荘
子
』
中
の
人
物
の
名
前
に
「
お
ほ
ど
ろ
ぼ
う
」
と
傍
訓
し
、
美
術
を
微
術
に
掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
戯
文
調
を

そ
の
一
環
と
し
て
批
評
家
に
「
あ
な
さ
が
し
」
と
相
称
的
傍
訓
を
附
し
て
い
る
点
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
が
巧
妙
な
批
評

お

や

だ

ま

か

ぶ

め

で

た

家
の
「
あ
な
さ
が
し
」
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
文
章
で
音
読
み
し
に
く
い
の
は
「
尤
物
株
」
と
「
美
き
」
の
箇
所
だ
け
で

ね
ら
っ
て
い
る
。

あ
る
が
、
も
し
こ
の
二
つ
を
残
し
、
そ
れ
以
外
の
ふ
り
が
な
を
取
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
の
批
評
的
口
調
は
失
わ
れ
、
全
く
違
う
印
象

あ

ら

さ

が

と
く
に
「
是
非
を
批
評
し
」
の
箇
所
な
ど
は
是
非
と
も
残
さ
ね
ば
相
称
性
に
よ
る
批
評
的
機
能
は
死
ん
で

の
文
章
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
一
回
か
ぎ
り
の
傍
訓
に
よ
る
批
評
性
こ
そ
か
れ
の
ね
ら
う
表
現
意
図
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ロ
ア
リ
テ

こ
の
よ
う
に
相
称
的
傍
訓
の
選
択
は
概
念
の
流
れ
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
漢
字
概
念
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
か
ら

逸
脱
す
れ
す
れ
ま
で
の
様
々
な
和
訓
を
利
用
し
て
批
評
性
や
臨
的
機
能
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
迫
遥
は
き
わ
め
て
意
識
的

し
ま
う
。



な
方
法
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
注
意
す
べ
き
は
、

み
と
訓
読
み
と
を
混
在
さ
せ
た
D
や
『
春
窓
椅
話
』
の
段
階
に
立
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

あ

ら

は

お

ほ

ぶ

ろ

し

さ

を
著
し
て
大
風
呂
敷
を
ひ
ろ
げ
ぬ
」
と
い
う
『
小
説
神
髄
』
の
相
対
化
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
『
神
髄
』
の
ふ
り
が
な
は
音
読
み
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
時
に
は
次
の
ご
と
く
訓
読
み
の
表
現
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

一
見
本
文
的
傍
訓
の
よ
う
に
み
え
る
か
れ
の
ふ
り
が
な
は
、
右
の
ご
と
く
音
読

お

の

れ

こ

の

ご

ろ

せ

う

せ

っ

し

ん

ず

ゐ

い

へ

ふ

み

一
面
で
そ
れ
は
「
予
韓
近
小
説
神
髄
と
云
る
書

そ

ゑ

ん

げ

き

せ

い

し

っ

し

ん

せ

ま

む

し

ろ

し

ん

と

ご

と

ば

か

こ

れ

ま

も

の

夫
れ
演
劇
の
性
質
た
る
真
に
逼
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
で
寧
真
に
越
え
つ
べ
き
も
の
な
り
語
を
換
へ
て
之
を
い
ヘ
パ
真
物
そ
れ
み
づ
か
ら

も

ぎ

そ

の

し

ゅ

な

う

ま

も

の

な

ら

び

も

の

ぎ

し

ゆ

が

ん

り

ぷ

さ

を
模
擬
す
る
を
パ
其
主
脳
と
ハ
な
す
に
あ
ら
で
真
物
井
に
あ
る
物
を
バ
擬
す
る
を
主
眼
と
な
す
も
の
な
り
(
理
ヤ
リ
チ
イ
不
ラ
ス
叙
ム

た

と

へ

ひ

と

く

だ

り

つ

ぞ

ご

と

ゑ

ん

い

ち

ち

ゃ

う

た

ち

ま

は

り

も

ぎ

ま

も

の

に

つ

た

ま

も

の

こ

と

シ
ン
グ
)
誓
パ
一
条
の
情
事
を
演
し
一
場
の
闘
戦
を
模
擬
す
る
に
も
真
物
に
似
ざ
る
ハ
も
と
よ
り
拙
し
と
い
へ
ど
も
真
物
に
異
な
ら
ざ

き

ょ

う

ぶ

ん

ゐ

い

よ

ひ

と

A
、

み

え

そ

の

て

い

き

い

よ

そ

ほ

る
も
ま
た
興
な
し
お
よ
そ
文
明
の
世
に
あ
り
て
ハ
人
々
お
ほ
む
ね
外
観
を
か
ざ
り
て
其
体
裁
を
粧
ふ
か
ら
よ
し
い
か
ほ
ど
に
恋
ひ
こ
が

わ

が

と

ひ

誌

と

せ

っ

ひ

な

ど

り

〈

が

お

け

お

し

も

き

ち

さ

h

掛

け

あ

っ

う

も

じ

ゃ

う

の

れ
し
我
意
中
人
に
接
す
れ
パ
と
て
雛
鳥
の
久
我
に
於
る
ご
と
く
阿
七
の
吉
三
に
於
る
ご
と
く
い
と
厚
か
ま
し
う
打
い
だ
し
て
情
を
述
ぶ

え

そ

の

お

も

む

き

み

き

ょ

う

る
を
得
、
ざ
る
ベ
け
れ
バ
其
趣
を
見
た
れ
パ
と
て
さ
ま
で
興
あ
る
も
の
と
も
思
は
じ
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「
小
説
の
変
遷
」

の
章
が
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
ロ
ー
マ
ン
ス
の
項
の
抄
訳
に
等
し
か
っ
た
こ
と
も
、
す
で
に
本

'

s

s

 

こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
の
「
理
ヤ
リ
チ
イ
不
ラ
ス
叙
ム
シ
ン
グ
」
(
円
四
国

-
-
q
v
-
5
8
E
R
r
-話
)
の
考

論
の
第
三
回
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

え
方
も
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
、
が
、
分
か
る
よ
う
に
、
翻
訳
理
論
に
よ
る
概
念
語
に
は
音
読
み
の
ふ
り
が
な
を
附
す
傾
向

が
強
く
、

し
か
し
近
松
半
二
の
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
や
井
原
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
な
ど
の
具
体
例
に
入
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら

は
相
称
的
傍
訓
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
理
論
の
文
脈
に
、

日
本
的
な
演
劇
の
実
際
を
関
与
さ
せ
る
時

北
大
文
学
部
紀
要



翻

訳

と

傍

訓

に
起
っ
た
、

ふ
り
が
な
の
変
化
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
『
神
髄
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
小
説
理
論
の
歪
曲
と
い
う
問
題
も
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
和
文
脈
の
こ
と
ば
で
と
ら

え
返
し
た
た
め
に
起
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
に
対
応
す
る
漢
字
熟
語
と
そ
の
音
読

み
と
い
う
第
一
次
翻
訳
を
先
行
さ
せ
な
が
ら
、
時
に
は
そ
れ
を
相
称
的
な
傍
訓
に
よ
っ
て
和
ら
げ
つ
つ
そ
の
相
対
化
を
は
か
つ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
操
作
が
自
己
批
評
の
機
能
を
発
揮
し
た
時
、
本
論
第
二
回
の
「
正
史
実
録
と
小
説
稗
史
」
で
指
摘
し

て
お
い
た
ご
と
く
、

迫
遥
は
み
ず
か
ら
翻
訳
し
た
『
刺
延
自
外
伝
』
と
い
う
政
治
小
説
を
、

『
書
生
気
質
』
の
作
中
人
物
に
批
判
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
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田
村
す
H
A

子
他
訳
『
一
般
言
語
学
』
(
昭
和
四
八
年
三
月
、
み
す
ず

書
一
房
)

惣
郷
正
明
の
『
日
本
英
学
の
あ
け
ぼ
の
』
(
平
成
二
年
二
月
、
創
拓

社
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
仕
方
は
明
治
初
期
の
英
語
援

業
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
ゲ
。

動
詞
の
箇
所
に
「
デ
ア
ル
」
を
機
械
的
に
宛
て
た
こ
と
か
ら
「
デ
ア

ル
、
デ
ア
ッ
タ
」
の
文
体
が
始
ま
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、

J
-
F
・

フ
ィ
ッ
セ
ル
著
、
庄
司
三
男
・
沼
田
次
郎
訳
の
『
日
本
風
俗
備
考
1
』

(
昭
和
五
三
年
三
月
、
平
凡
社
)
に
よ
っ
て
も
分
る
。

沢
登
春
仁
・
升
川
潔
訳
『
翻
-
訳

|
i理
論
と
実
際
』
(
昭
和
四
三
年

註註註
四

註
五

七
月
、
研
究
社
)

復
刻
版
『
魯
敏
遜
漂
行
紀
略
』
(
昭
和
五
十
年
九
月
、
丸
井
工
文
社
)

に
お
け
る
前
回
愛
の
「
解
題
」

本
論
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
末
松
謙
澄
が
使
用
し
た

と
思
わ
れ
る
北
村
季
吟
の
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
に
拠
っ
た
。

『
治
迄
選
集
別
冊
第
二
』
(
昭
二
年
一
二
月
、
春
陽
堂
)
の
「
緒
言
」
。

足
立
和
浩
訳
『
根
源
の
彼
方
に
』
上
・
下
ハ
昭
和
四
七
年
六
月
、
一

一
月
、
現
代
思
潮
社
〉

-118ー

註
六

註
七

牛工
1

、

(
一
九
九
一
・
四
・
三
十
)


