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「
三
言
」
所
収
恋
愛
・
婚
姻
小
説
と
そ
の
文
言
原
作
と
の
比
較

―
宿
縁
思
想
か
ら
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
を
考
察
す
る

　

林　

卓
穎

は
じ
め
に

馮
夢
龍
（1574

―1645

）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
三
言
」（『
古
今
小
説
』
＝
『
喩
世
明
言
』、『
警
世
通
言
』、『
醒
世
恒
言
』
と
い

う
三
つ
の
短
編
白
話
小
説
集
の
総
称
）
は
、
計
百
二
十
編
の
小
説
が
収
め
ら
れ
、
中
国
古
代
文
学
史
上
最
も
優
れ
た
短
編
白
話
小
説
集
と

し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
の
中
に
は
、
馮
夢
龍
を
含
む
明
代
の
文
人
に
よ
り
独
自
に
創
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も

存
在
す
る
が
、
前
代
か
ら
伝
わ
る
文
言
小
説
や
史
料
、
戯
曲
及
び
旧
話（

1
）本な
ど
を
利
用
し
、
改
作
し
て
で
き
た
小
説
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に

多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
清
末
の
俞
樾
以
来
今
日
ま
で
、
多
く
の
研
究
者
の
努
力
に
よ
っ
て
数
多
く
の
作
品
の
本
事
源
流
や
制
作
時
代
な
ど

が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き（

2
）た。
そ
の
た
め
、「
三
言
」
所
収
小
説
と
そ
れ
ら
の
先
行
す
る
文
言
作
品
と
の
比
較
研
究
も
可
能
に
な
っ

た
。「

三
言
」
の
中
で
、
恋
愛
・
婚
姻
に
関
す
る
作
品
は
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。
そ
の
中
で
も
、
結
婚
を
宿
縁
と
す
る
意
識
が
明

確
に
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い（

3
）る。
本
論
は
、
そ
う

い
っ
た
作
品
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
先
行
す
る
文
言
作
品
と
詳
し
く
比
較
し
、
改
作
に
よ
っ
て
作
品
の
趣
旨
や
思
想
な
ど
に

生
じ
た
変
化
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
を
も
と
に
、「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
い
。
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一

『
醒
世
恒
言
』
巻
二
十
八
「
呉
衙
内
鄰
舟
赴
約
」（
以
下
「
醒
二
十
八
」
と
略
す
。）
の
入
話
と
正
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
若
い
男
女
二
組

の
大
胆
な
恋
愛
の
話
が
書
か
れ
て
い
る
。

南
宋
の
時
、
江
州
の
秀
才
潘
遇
が
会
試
の
受
験
の
た
め
に
臨
安
へ
赴
く
前
夜
、
そ
の
父
の
潘
朗
は
、
息
子
が
状
元
に
及
第
す
る
夢
を
見

た
。
翌
日
、
臨
安
に
着
い
た
潘
遇
は
泊
ま
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
宿
に
つ
い
た
。
そ
の
宿
の
主
人
も
前
夜
夢
で
土
地
神

か
ら
、
未
来
の
状
元
で
あ
る
潘
遇
が
自
分
の
宿
に
泊
ま
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
泊
ま
っ
た
潘
遇
は
、
ま
も
な
く

宿
の
娘
と
恋
に
落
ち
、
ひ
そ
か
に
情
を
通
じ
た
。
そ
の
後
潘
遇
は
、
良
心
が
と
が
め
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
た
め
、
天
帝
に
よ
り
状
元

に
な
る
運
命
を
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
夢
を
見
た
。
果
た
し
て
彼
は
落
第
し
、
宿
の
娘
と
も
一
緒
に
な
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
彼

は
及
第
で
き
ず
に
鬱
々
と
一
生
を
終
え
た
。（
以
上
入
話
）

北
宋
の
神
宗
の
時
、
汴
京
の
呉
彥
は
揚
州
に
赴
任
す
る
父
呉
度
と
と
も
に
旅
を
し
て
い
る
途
中
、
狂
風
に
遭
い
、
船
は
江
州
に
泊
ま
っ

た
。
そ
の
隣
り
に
は
、
や
は
り
狂
風
を
避
け
て
泊
ま
っ
て
い
た
荊
州
に
赴
任
す
る
賀
章
の
船
が
あ
っ
た
。
呉
度
と
賀
章
は
以
前
付
き
合
い

が
あ
っ
た
た
め
、
船
が
出
発
で
き
る
ま
で
の
間
、
お
互
い
の
船
を
訪
ね
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
間
に
呉
彥
と
賀
章
の
娘
の
秀
娥
は
相
愛
の
仲

に
な
っ
た
。
秀
娥
の
船
室
で
密
会
中
、
狂
風
が
止
ん
だ
た
め
、
二
つ
の
船
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
へ
出
発
し
た
。
呉
彥
は
や
む
な
く
秀
娥
の

船
室
に
身
を
隠
し
な
が
ら
日
を
送
る
が
、
や
は
り
ば
れ
て
し
ま
っ
た
。
賀
章
は
呉
彥
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、
妻
に
説
得
さ
れ
、
二
人
の
仲

を
認
め
、
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
呉
彥
は
婚
約
の
の
ち
進
士
に
及
第
し
、
秀
娥
と
結
婚
し
た
。
さ
ら
に
、
呉
彥
は
龍
図
大
学
士
に
出

世
し
、
そ
の
二
人
の
息
子
も
科
挙
に
及
第
し
た
。（
以
上
正
文
）



「三言」所収恋愛・婚姻小説とその文言原作との比較51

以
上
の
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
対
照
し
て
み
る
と
、
共
通
す
る
要
素
が
多
く
見
つ
か
る
。

1　

男
性
は
、
文
学
の
才
能
も
容
貌
も
優
れ
た
若
い
読
書
人
。
ま
だ
科
挙
に
も
及
第
し
て
お
ら
ず
、
結
婚
も
し
て
い
な
い
。

2　

女
性
は
、
若
く
未
婚
の
美
貌
の
持
ち
主
。

3　

二
人
は
知
り
合
っ
た
後
ま
も
な
く
相
愛
の
仲
に
な
り
、
し
か
も
す
ぐ
ひ
そ
か
に
情
を
通
じ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
通
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
組
の
恋
人
は
全
く
正
反
対
の
結
果
を
む
か
え
て
し
ま
う
。

入
話
の
潘
遇
は
、
そ
も
そ
も
は
状
元
に
な
る
運
命
で
あ
っ
た
の
に
結
局
落
第
し
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
終
生
及
第
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
正
文
の
呉
彥
は
進
士
に
及
第
し
、
荊
州
府
湘
潭
県
尹
を
授
け
ら
れ
、
の
ち
に
は
さ
ら
に
龍
図
大
学
士
に
ま
で
至
っ
た
。

恋
の
結
果
に
つ
い
て
見
る
と
、
入
話
で
は
、
数
年
後
、
潘
遇
は
宿
の
娘
が
既
に
別
人
に
嫁
い
だ
こ
と
を
知
り
、
悔
や
ん
で
や
ま
な
か
っ

た
と
あ
る
。
正
文
の
ほ
う
で
は
、
二
人
は
結
婚
し
て
二
人
の
息
子
に
め
ぐ
ま
れ
、
幸
せ
な
生
活
を
送
る
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ

て
い
る
。

一
つ
の
作
品
の
中
で
、
明
ら
か
に
同
じ
展
開
を
持
つ
二
つ
の
恋
物
語
が
、
な
ぜ
正
反
対
の
結
末
へ
向
か
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
の
か
。

読
者
は
き
っ
と
疑
問
を
抱
く
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
答
は
既
に
作
品
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
入
話
の
終
り
に
、
作
者

（
語
り
手
）
自
ら
疑
問
を
発
し
、
そ
れ
に
答
え
る
言
葉
が
あ
る
。

「
説
話
的
、
依
你
説
、
古
來
才
子
佳
人
、
往
往
私
諧
歡
好
、
後
來
夫
榮
妻
貴
、
反
成
美
談
。
天
公
大
算
盤
、
如
何
又
差
錯
了
？
看
官
有

所
不
知
。
大
凡
行
奸
賣
俏
、
壞
人
終
身
名
節
、
其
過
非
小
。
若
是
五
百
年
前
合
為
夫
婦
、
月
下
老
赤
繩
系
足
、
不
論
幽
期
明
配
、
總
是
前

縁
判
定
、
不
虧
行
止
。」（「
講
釈
師
、
あ
な
た
の
話
だ
と
、
古
来
才
子
佳
人
は
往
々
に
し
て
ひ
そ
か
に
情
を
通
じ
る
も
の
の
、
の
ち
に
夫

婦
と
も
に
栄
華
と
富
貴
を
得
、
却
っ
て
美
談
に
な
る
。（
こ
の
話
の
場
合
で
は
）
天
帝
の
計
算
は
ど
の
よ
う
に
間
違
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」

「
お
客
さ
ん
は
ご
存
知
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
お
よ
そ
奸
を
行
い
媚
を
売
り
、
人
の
一
生
の
名
節
を
損
ね
る
そ
の
過
ち
は
決
し
て
小
さ
く
は
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あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
五
百
年
前
に
夫
婦
に
な
る
定
め
が
あ
り
、
月
下
老
人
に
赤
い
糸
で
足
を
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
幽
期
か
明
配

か
を
問
わ
ず
、
必
ず
前
縁
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
も
の
で
、
品
行
を
虧
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。」）

「
才
子
佳
人
」
の
恋
愛
に
対
す
る
作
者
の
見
方
及
び
立
場
に
関
し
、
二
つ
の
点
が
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
才
子
佳
人
」

が
ひ
そ
か
に
情
を
通
じ
る
こ
と
（「
私
諧
歡
好
」）
は
、「
才
子
」
の
ほ
う
が
不
正
な
行
為
を
行
っ
た
り
媚
を
売
っ
た
り
す
る
（「
行
奸
賣
俏
」）

の
が
誘
因
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
佳
人
」
の
一
生
の
名
節
を
損
ね
て
し
ま
い
、「
才
子
」
の
誤
り
は
軽
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
（
傍
線
部
）。

入
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
こ
う
い
っ
た
見
方
が
き
ち
ん
と
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
潘
遇
と
宿
の
娘
と
の
間
で
は
、
宿

の
娘
も
潘
遇
に
比
べ
て
遜
色
な
い
ほ
ど
主
動
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
、
潘
遇
に
「
行
奸
賣
俏
」
と
い
う
罪
を
与
え
て
も
よ
い
の

か
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
の
中
で
は
、
す
べ
て
潘
遇
が
悪
い
と
さ
れ
、
彼
の
み
が
懲
罰
を
受
け
て
い
る
。
宿
の
娘
は
別
人

と
結
婚
し
た
と
あ
る
の
み
で
、
不
幸
に
遇
っ
た
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
も
言
及
が
な
い
の
に
対
し
、
潘
遇
は
一
生
及
第
で
き
ず
、
鬱
々
と

生
涯
を
終
え
る
と
い
う
甚
だ
し
い
懲
罰
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
佳
人
」
と
の
「
私
諧
歡
好
」
は
必
ず
し
も
「
才
子
」
に
懲

罰
を
も
た
ら
す
と
も
限
ら
な
い
。
懲
罰
を
避
け
る
に
は
一
つ
の
資
格
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恋
愛
す
る
双
方
に
そ
も
そ
も
結
婚
す
る

縁
が
あ
り
、
月
下
老
人
に
赤
い
糸
で
足
を
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
、「
幽
期
」（
ひ
そ
か
に
婚
約

を
す
る
タ
イ
プ
）
か
「
明
配
」（
父
母
の
命
、
媒
酌
の
言
に
よ
る
タ
イ
プ
）
か
は
一
切
問
わ
ず
、
不
正
な
行
為
と
も
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

罰
も
受
け
な
い
の
で
あ
る
（
二
重
傍
線
部
）。
こ
の
点
を
正
文
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
た
し
か
に
罰
さ
れ
な
い
ば

か
り
か
、
む
し
ろ
情
を
通
じ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。
呉
彦
は
潘
遇
と
同
様
、
一
人
の
女
性
の
名
節
を
損
ね
る
行
為

を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
後
は
進
士
に
及
第
し
て
官
途
を
順
調
に
進
む
ば
か
り
か
、
一
族
も
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
円
満
に
な
り
、
さ
ら

に
息
子
二
人
も
そ
ろ
っ
て
出
世
し
た
。
入
話
の
結
末
と
比
べ
て
、
ま
さ
に
天
と
地
の
違
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
驚
く
べ
き
は
、
こ
れ
ほ
ど

甚
だ
し
く
異
な
る
結
末
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
縁
」
の
有
無
だ
け
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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「
前
縁
・
天
縁
」
に
よ
っ
て
夫
婦
が
結
ば
れ
る
と
い
う
意
識
を
表
す
言
葉
は
「
三
言
」
の
ほ
か
の
作
品
の
中
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、

「
姻
縁
本
是
前
生
定
、
曾
向
蟠
桃
會
裡
來
」（
婚
姻
の
縁
は
そ
も
そ
も
前
世
に
定
ま
っ
た
も
の
、
前
世
に
蟠
桃
會
で
出
会
い
、
今
生
で
夫

婦
に
な
る
）（「
警
（『
警
世
通
言
』
の
略
。
以
下
同
じ
）
二
十
三
・
楽
小
舎
」）

「
夫
妻
不
是
今
生
定
、
五
百
年
前
結
下
因
」（
夫
婦
に
な
る
運
命
は
今
生
で
は
決
ま
ら
な
い
、
五
百
年
前
に
結
ん
だ
縁
で
あ
る
）（「
醒

（『
醒
世
恒
言
』
の
略
。
以
下
同
じ
）
九
・
陳
多
寿
」）

「
自
古
姻
縁
皆
分
定
、
紅
絲
豈
是
有
心
牽
」（
古
よ
り
、
婚
姻
の
縁
は
定
ま
っ
て
い
る
、
赤
い
糸
は
人
間
の
意
志
で
結
び
つ
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
）（「
醒
七
・
錢
秀
才
」）

「
姻
縁
自
古
皆
前
定
、
堪
笑
狂
夫
妄
用
機
」（
婚
姻
の
縁
は
み
な
前
世
に
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
れ
者
が
む
だ
に
計
略
を
め
ぐ
ら
す

こ
と
は
物
笑
い
の
種
に
な
る
）（「
醒
三
十
二
・
黄
秀
才
」）

な
ど
が
あ
り
、
男
女
が
結
ば
れ
る
に
は
、「
縁
」
が
不
可
欠
だ
と
い
う
思
想
を
再
三
読
者
に
説
い
て
い
る
。「
醒
二
十
八
」
正
文
の
呉
衙

内
ら
は
、
前
二
つ
の
対
句
が
説
く
宿
縁
の
あ
る
ケ
ー
ス
に
当
た
り
、
後
二
つ
の
対
句
は
入
話
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
指
し
て
い
る
と
言
っ
て

間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

二

「
醒
二
十
八
」
の
話
に
戻
る
と
、
さ
ら
に
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。「
前
縁
・
天
縁
」
の
あ
る
恋
愛
と
無
い
も
の
と
の
区
別
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
男
女
が
夫
婦
に
な
る
の
が
「
前
縁
・
天
縁
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
読
者

に
納
得
し
て
も
ら
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
、「
醒
二
十
八
」
の
正
文
と
、
そ
の
原
作
と
さ
れ
て
い

る
『
名
媛
詩（

4
）帰』「
呉
氏
女
」（『
情（

5
）史』
巻
三
「
江
情
」
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
）
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。
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ス
ト
ー
リ
ー
の
主
要
部
分
を
み
る
と
、「
醒
二
十
八
」
と
『
名
媛
詩
帰
』「
呉
氏
女
」
と
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
作
品
に
お

い
て
も
、
天
候
の
変
動
と
い
う
偶
然
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
お
し
進
め
る
う
え
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
二
人
が
出
会
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
っ
て
い
た
船
が
狂
風
を
避
け
る
た
め
、
同
じ
場
所
に
泊
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
ち
ょ
う
ど
二
人
が
密
会
し
て
交
わ
っ
た
夜
に
狂
風
が
止
ん
だ
た
め
、
船
が
再
び
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
地
へ
出
発
し
て
し
ま
い
、
男
性
は

自
分
の
船
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
人
の
恋
愛
に
お
い
て
、「
狂
風
」
と
い
う
要
素
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
二
作
を
比
べ
る
と
、「
呉
氏
女
」
で
は
、
偶
然
を
強
調
す
る
文
字
が
一
箇
所
も
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、「
醒

二
十
八
」
で
は
天
候
の
急
変
が
何
か
の
暗
示
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「（
呉
君
）
秩
滿
還
朝
。
候
風
於
淮
安
之
版
閘
」（
呉
君
は
地
方
の
任
期
が
満
了
し
て
朝
廷
に
戻
る
と
き
、
淮
安
の
版
閘
（
水
門
）
で
風

が
止
む
の
を
待
っ
て
い
た
）（「
呉
氏
女
」）

「
呉
府
尹
船
上
正
揚
著
滿
帆
、
中
流
穩
度
。
倏
忽
之
間
、
狂
風
陡
作
、
怒
濤
洶
湧
、
險
些
兒
掀
翻
」（
呉
府
尹
の
船
は
帆
を
い
っ
ぱ
い
に

張
っ
て
お
り
、
江
の
中
流
も
穏
や
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
突
然
、
狂
風
が
吹
き
起
こ
り
、
怒
涛
が
船
を
飲
み
込
ま
ん
ば
か
り
に
荒
れ
狂

い
、
襲
い
か
か
っ
て
き
た
）（「
醒
二
十
八
」）

「
呉
氏
女
」
で
は
激
し
い
「
風
」
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、「
醒
二
十
八
」
で
は
あ
た
か
も
こ
れ
か
ら
何
か
尋

常
で
な
い
こ
と
が
起
こ
る
か
の
よ
う
に
、
読
者
に
不
思
議
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

「
狂
風
」
の
描
写
の
ほ
か
に
も
、
さ
ら
に
以
下
の
二
つ
の
改
変
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
男
女
双
方
の
家
柄
の
つ
な
が
り

原
作
で
は
、
男
女
双
方
の
家
族
は
全
く
関
係
な
い
赤
の
他
人
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
改
作
の
手
を
経
て
、
両
方
の
父
親
は
昔
京
で
付
き
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合
い
の
あ
っ
た
仲
へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
突
然
の
狂
風
に
加
え
、
昔
の
知
り
合
い
が
思
い
か
け
ず
出
会
っ
た
と
い
う
偶
然
が

重
な
り
、
物
語
は
滅
多
に
な
い
特
別
な
出
来
事
と
い
う
印
象
を
強
め
た
。

（
2
）
事
前
の
夢

「
醒
二
十
八
」
で
大
胆
に
密
会
の
約
束
を
す
る
前
の
夜
、
二
人
は
同
じ
夢
を
見
る
の
だ
が
、
そ
の
夢
の
内
容
は
翌
日
に
起
こ
る
こ
と
と

ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
、
と
い
う
原
作
に
全
く
見
ら
れ
な
い
プ
ロ
ッ
ト
が
加
え
ら
れ
た
。

「
狂
風
」
に
つ
い
て
の
加
工
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
三
つ
の
改
変
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
主
人
公
ら
の
恋
愛
物
語
に
不
思
議
さ
と
神
秘
さ
を

強
め
よ
う
と
す
る
作
者
の
動
機
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
こ
う
い
っ
た
改
変
を
通
じ
て
、
主
人
公
二
人
が
結
ば
れ
る
の
は
人
知
を
越

え
た
不
思
議
な
力
が
働
い
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
縁
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
読
者
に
納
得
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
入
話
に
も
夢
の
お
告
げ
と
い
う
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
科
挙
の
結
果
に
つ
い
て
で

あ
っ
て
、
二
人
の
「
姻
縁
」
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
入
話
の
二
人
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
情
史
』「
江
情
」
の
最
後
に
は
、

「
若
是
一
偷
而
去
。
各
自
開
船
。
太
平
無
話
。
二
人
良
縁
終
阻
。
行
止
倶
虧
。
風
便
舟
開
。
天
所
以
成
美
事
也
」（
も
し
二
人
が
一
回
密

会
し
た
だ
け
で
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
船
で
出
発
し
た
な
ら
ば
、
話
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
良
縁
」
も
結
局
は
叶
わ
ず
、
双
方
の
行
為
も
不

正
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
幸
い
風
が
止
み
、
二
人
が
同
じ
船
に
乗
っ
た
ま
ま
船
が
出
発
し
た
。
そ
れ
は
天
が
彼
ら
の
縁
談
を
ま
と
め

た
と
い
う
こ
と
だ
）

と
い
う
馮
夢
龍
の
評
語
が
あ
る
。
こ
の
評
語
に
表
れ
る
馮
氏
の
恋
愛
に
関
す
る
見
方
は
、
前
に
述
べ
た
「
醒
二
十
八
」
の
も
の
と
ほ
ぼ
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一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
縁
」
を
欠
く
場
合
は
、
ひ
そ
か
に
情
を
通
じ
る
こ
と
は
不
正
な
行
為
で
あ
る
（
傍

線
部
）。
だ
が
、
も
し
そ
れ
が
天
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
美
談
に
な
る
の
で
あ
る
（
二
重
傍
線
部
）。「
醒
二
十
八
」
は
馮
夢
龍

以
外
の
明
代
文
人
に
よ
り
改
作
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い（

6
）るが
、
恋
愛
の
縁
に
関
す
る
認
識
の
一
致
か
ら
考
え
れ
ば
、
馮
夢
龍
が
本
篇
を

『
醒
世
恒
言
』
に
収
め
る
際
に
、
編
集
者
と
し
て
、
自
ら
の
見
方
を
作
品
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
た
だ
自
分
の
賛
同
す
る
思
想
を
反
映
す
る
作
品
を
収
め
た
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
似
た
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
見
て
み
よ
う
。『
古
今
小
説
』
巻
二
十
三
「
張
舜
美
灯
宵
得
麗
女
」（
以
下
は
「
古

二
十
三
」
と
略
す
）
の
正
文
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
。

郷
試
に
落
第
し
た
張
舜
美
は
そ
の
ま
ま
杭
州
の
旅
館
に
逗
留
し
て
い
た
。
元
宵
節
の
前
夜
、
劉
素
香
と
い
う
美
女
に
出
会
い
、
お
互
い

に
心
を
惹
か
れ
た
。
翌
日
、
二
人
は
密
会
し
て
交
わ
り
、
二
度
と
会
え
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
駆
け
落
ち
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
鎮

江
へ
向
か
う
途
中
、
不
意
に
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。
鎮
江
に
着
い
た
劉
素
香
は
大
慈
庵
の
尼
に
助
け
ら
れ
、
そ
こ
で
お
経
を
読
み
仏
に
祈

る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
三
年
後
、
張
舜
美
は
郷
試
に
解
元
で
及
第
し
、
会
試
に
応
ず
る
た
め
に
上
京
す
る
途
中
、
鎮
江
で
狂
風
に
遇
い
、

船
が
し
ば
ら
く
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
た
ま
た
ま
大
慈
庵
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
劉
素
香
と
再
会
で
き
た
。
そ
の
後
、
張
舜
美
は

進
士
に
及
第
し
、
劉
素
香
と
正
式
に
結
婚
し
た
。
の
ち
、
天
官
侍
郎
に
至
り
、
子
孫
も
繁
栄
し
た
。

や
は
り
「
才
子
佳
人
」
の
「
私
諧
歡
好
」
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
結
末
は
「
醒
二
十
八
」
の
正
文
と
類
似
し
、
入
話
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
編
集
者
の
意
識
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
二
人
に
も
結
婚
す
る
「
縁
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
縁
」
は
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
い
く
つ
か
注
目
さ
れ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
を
あ
げ
る
。

（
1
）
大
慈
庵
の
尼
は
、
張
舜
美
と
は
ぐ
れ
て
一
人
で
鎮
江
に
着
い
た
劉
素
香
に
出
会
っ
た
時
、「
老
身
在
施
主
家
、
渡
江
歸
遲
、
天
遣
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到
此
亭
中
與
娘
子
相
遇
、
真
是
前
縁
」（
私
は
お
施
主
の
家
に
い
た
の
で
す
が
、
江
を
渡
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

天
が
私
を
こ
の
亭
に
遣
わ
し
て
あ
な
た
と
会
わ
せ
た
の
で
す
。
本
当
に
前
世
の
縁
と
い
う
も
の
で
す
）
と
言
っ
た
。

（
2
）
張
舜
美
は
上
京
の
途
中
、
鎮
江
に
至
り
、
長
江
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
突
然
狂
風
が
吹
き
荒
れ
た
た
め
、
船
を
岸
に
つ
け

て
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
た
が
、
そ
の
風
は
数
日
間
止
ま
ず
、
や
む
な
く
そ
こ
に
停
泊
す
る
し
か
な
か
っ
た
。（「
忽
狂
風
大
作
。
移
舟
傍
岸
、

少
待
風
息
。
其
風
數
日
不
止
、
只
得
停
泊
在
彼
」）

（
3
）
劉
素
香
は
大
慈
庵
で
三
年
間
過
ご
し
て
い
た
が
、
張
舜
美
が
そ
こ
を
訪
れ
る
前
夜
、
夢
の
中
に
白
衣
大
士
が
現
わ
れ
、
あ
な
た

の
夫
は
明
日
来
る
の
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。（「
忽
夢
白
衣
大
士
報
云
、
爾
夫
明
日
來
也
」）

（
4
）
張
舜
美
が
た
ま
た
ま
大
慈
庵
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、「
也
是
天
使
其
然
」（
あ
た
か
も
天
が
そ
う
さ
せ
た
よ
う
に
）、
劉
素
香
は
た
ま

た
ま
窓
の
外
を
見
て
お
り
、
舜
美
が
目
に
入
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
を
通
じ
て
、
偶
然
の
出
来
事
を
多
く
積
み
重
ね
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
不
思
議
さ
と
神
秘
さ
を
強
め
よ
う
と
す
る

書
き
方
は
、
先
に
分
析
し
た
「
醒
二
十
八
」
と
同
様
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

三

先
に
比
較
を
行
っ
た
「
醒
二
十
八
・
呉
衙
内
」
と
『
名
媛
詩
帰
』「
呉
氏
女
」
と
の
一
組
で
は
、
結
婚
を
宿
縁
と
す
る
思
想
を
反
映
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
場
面
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
改
作
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
作
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。『
名

媛
詩
帰
』「
呉
氏
女
」
が
狂
風
に
よ
る
出
会
い
を
描
い
て
い
る
の
は
、「
醒
二
十
八
」
の
よ
う
に
宿
縁
思
想
を
強
調
す
る
た
め
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
単
に
偶
然
の
面
白
さ
を
語
る
と
い
う
趣
旨
の
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
も
う
一
組
の
例
を
挙
げ
た
い
。『
警
世
通
言
』
巻
二
十
三
「
楽
小
舎
拚
生
覓
偶
」（
以
下
は
「
警
二
十
三
」
と
略
す
）
と
そ
の

本
事
で
あ
る
『
情
史
』
巻
七
「
楽
和
」
に
共
通
す
る
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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南
宋
の
と
き
、
臨
安
の
親
戚
の
家
に
寄
留
し
て
い
た
楽
和
と
隣
家
の
喜
順
娘
と
は
幼
馴
染
で
あ
り
、
周
り
の
人
々
に
「
天
縁
」
だ
と
か

ら
か
わ
れ
て
い
て
、
当
人
た
ち
も
そ
の
気
に
な
っ
て
い
た
。
十
二
歳
の
と
き
に
楽
和
は
順
娘
と
別
れ
、
家
に
戻
っ
た
。
の
ち
二
人
は
成
人

し
て
愛
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
結
ば
れ
ぬ
ま
ま
歳
月
が
過
ぎ
た
。
楽
和
が
結
婚
の
実
現
を
潮
王
廟
に
祈
る
と
、
吉
兆
が
あ
っ
た
。
そ

の
の
ち
八
月
十
八
日
銭
塘
江
の
海
嘯
見
物
の
際
、
予
想
外
の
高
潮
に
襲
わ
れ
、
順
娘
が
波
に
さ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
を
目
撃
し
た
楽
和
は
、

泳
ぎ
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
救
出
に
向
か
い
、
や
が
て
二
人
と
も
海
上
に
浮
上
し
て
、
救
助
さ
れ
た
。
双
方
の
親
は
二
人
の
心
中

を
知
り
、
す
ぐ
に
結
婚
さ
せ
た
。

先
に
述
べ
た
「
醒
二
十
八
」
が
「
名
媛
詩
帰
・
呉
氏
女
」
を
改
作
し
た
よ
う
に
、『
情
史
』「
楽
和
」
が
「
警
二
十
三
」
に
改
作
さ
れ
た

際
に
も
、
婚
姻
を
宿
縁
と
す
る
思
想
を
強
調
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
点
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
点
を
挙
げ
た
い
。

（
1
）
両
作
品
と
も
、
楽
和
が
潮
王
廟
で
居
眠
り
し
て
い
る
と
き
、
夢
の
中
で
順
娘
は
自
分
の
運
命
の
妻
で
あ
る
と
い
う
占
い
の
結
果

が
出
た
と
い
う
シ
ー
ン
が
あ
る
が
、
両
者
に
は
一
つ
細
か
な
差
異
が
あ
る
。

忽
見
一
老
叟
。
衣
冠
甚
古
。
手
握
團
扇
。
上
寫
姻
縁
二
字
。（
突
然
一
人
の
翁
が
見
え
た
。
そ
の
衣
冠
は
甚
だ
し
く
古
風
で
、
団
扇
を

手
に
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
姻
縁
」
の
二
字
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。）

―
『
情
史
』「
楽
和
」

忽
見
碑
亭
内
坐
一
老
者
、
衣
冠
古
樸
、
容
貌
清
奇
、
手
中
執
一
團
扇
、
上
寫
姻
縁
前
定
四
個
字
。（
突
然
そ
の
石
碑
を
収
め
た
あ
ず
ま

や
に
一
人
の
翁
が
座
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
の
衣
冠
は
古
風
か
つ
素
朴
で
あ
り
、
容
貌
は
端
正
で
気
品
が
あ
り
、
団
扇
を
手
に
し
て

い
た
。
そ
こ
に
は
「
姻
縁
前
定
」
の
四
字
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。）　　
　
　
　
　

―
「
警
二
十
三
」
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『
名
媛
詩
帰
』「
呉
氏
女
」
と
異
な
り
、『
情
史
』「
楽
和
」
の
中
に
は
「
天
縁
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
。
ま
た
、「
姻
縁
」
と
書
い
た

団
扇
を
持
つ
老
人
が
登
場
す
る
。「
潮
王
」
と
い
う
名
前
か
ら
す
れ
ば
、
潮
の
神
様
で
あ
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
は
「
月
下
老
人
」

と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
潮
王
は
、
婚
姻
を
決
め
る
「
縁
」
の
力
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
た
人
物
と
見
な
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
「
縁
」
が
こ
こ
で
具
象
化
し
て
神
の
形
を
と
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
引
用
で
傍
線
を
施
し
た
二
箇
所
の
違
い
は
僅
か
二
文
字
だ
が
、
そ
こ
に
窺
え
る
意
識
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
警

二
十
三
」
に
は
、
男
女
が
結
ば
れ
る
の
に
不
可
欠
な
「
縁
」
が
前
世
で
決
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
改
作
に
よ
っ
て
、「
姻
縁
」
に
対
す
る
認
識
は
、
一
歩
進
み
、「
醒
二
十
八
」
な
ど
「
三
言
」
の
ほ
か
の
作
品
に
現
れ
る
宿
縁
の
思
想

と
一
致
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
順
娘
を
救
出
す
る
た
め
に
楽
和
が
海
に
飛
び
込
ん
だ
と
い
う
シ
ー
ン
に
お
い
て
、「
警
二
十
三
」
で
は
新
し
い
デ
ィ
テ
ー
ル
を
展

開
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

海
に
飛
び
込
ん
だ
楽
和
は
、
夢
の
記
憶
に
導
か
れ
た
か
の
よ
う
に
海
底
の
潮
王
廟
に
至
っ
た
。
そ
し
て
潮
王
が
以
前
夢
で
見
た
老
人
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
潮
王
か
ら
順
娘
を
授
け
ら
れ
た
。

こ
れ
は
海
底
で
の
出
来
事
の
描
写
だ
が
、『
情
史
』「
楽
和
」
で
は
、
二
人
が
入
水
し
て
か
ら
浮
上
す
る
ま
で
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言

も
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
二
人
が
奇
跡
的
に
蘇
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
若
有
神
佑
焉
」（
あ
た
か
も
神
の
加
護
が
あ
っ
た
か
の
よ

う
だ
）
と
い
う
感
嘆
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
思
う
に
、「
警
二
十
三
」
の
作
者
は
そ
の
こ
と
ば
を
敷
衍
し
て
新
し
い
プ
ロ
ッ
ト
を
作
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
二
人
の
恋
に
は
神
の
加
護
が
あ
る
か
の
よ
う
だ
と
い
う
、
原
作
の
不
確
実
な
感
覚
が
、
本
当
に

加
護
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。「
宿
縁
」
の
存
在
を
示
す
一
つ
の
証
拠
と
す
る
た
め
の
改
変
で
あ
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。
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こ
の
二
点
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、「
警
二
十
三
」
の
作
者
は
、
改
作
の
手
を
加
え
た
際
に
、
主
人
公
二
人
の
「
縁
」
を
明
確
に
前
世

で
定
ま
っ
た
宿
縁
へ
と
書
き
換
え
た
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
宿
縁
の
作
用
を
司
る
人
物
（
潮
王
と
い
う
神
）
を
ス
ト
ー
リ
ー

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
に
再
登
場
さ
せ
、
宗
教
的
な
色
彩
を
読
者
に
色
濃
く
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

四

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
改
作
に
よ
る
変
化
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
作
品
の
み
な
ら
ず
、「
三
言
」
に
収
め
ら
れ
る
恋
愛
・
婚
姻
に
関

す
る
小
説
と
、
そ
れ
ら
の
基
づ
い
た
文
言
の
作
品
と
の
間
に
一
般
的
に
発
生
し
た
も
の
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
三

言
」
の
多
く
の
恋
愛
小
説
が
宿
し
て
い
る
「
宿
縁
」
の
思
想
は
、
そ
れ
ら
の
基
づ
い
た
文
言
の
作
品
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な

（
7
）い。
ま
た
、
奇
談
と
い
う
色
彩
の
濃
い
文
言
の
原
作
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
感
嘆
し
た
り
評
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
て
読
者
に
道
理
を
教
え
よ
う
と
い
う
態
度
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
反
対
に
、「
三
言
」
の
恋
愛
小
説

で
は
、
珍
し
い
話
を
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
一
般
的
な
法
則
の
支
配
の
下
で
生
じ
た
現
象
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
、
さ

ら
に
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
て
道
理
を
強
調
し
、
読
者
に
教
え
よ
う
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
い
う
傾
向
の
背
景
に
は
、
各
篇
の
作
者
は
も
ち
ろ
ん
、「
三
言
」
全
般
の
編
纂
者
と
一
部
の
作
品
の
作
者
で
あ
る
馮
夢
龍
が
意
識

的
に
原
作
を
加
工
し
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

「
三
言
」
の
編
纂
意
図
、
或
い
は
編
纂
者
と
し
て
の
馮
夢
龍
の
小
説
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
が
非
常
に
深
い

関
心
を
寄
せ
、
様
々
な
論
著
を
著
し
て
い（

8
）る。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
の
手
が
か
り
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
文
献
資
料
は
、
可
一

居
士
と
署
名
さ
れ
、
馮
夢
龍
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い（

9
）る『
醒
世
恒
言
』
の
序
文
で
あ
る
。

「
六
經
國
史
而
外
、
凡
著
述
皆
小
說
也
。
而
尚
理
或
病
于
艱
深
、
修
詞
或
傷
於
藻
繪
、
則
不
足
以
觸
里
耳
而
振
恒
心
…
…
明
者
、
取
其
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可
以
導
愚
也
。
通
者
、
取
其
可
以
適
俗
也
。
恒
則
習
之
而
不
厭
、
傳
之
而
可
久
。
三
刻
殊
名
、
其
義
一
耳
…
…
以
明
言
・
通
言
・
恒
言
為

六
經
國
史
之
輔
、
不
亦
可
乎
…
…
」（
六
経
・
国
史
以
外
の
著
述
は
、
お
よ
そ
み
な
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
理
を
説
く
と
い
う
類
の

著
述
の
中
に
は
、
難
解
と
い
う
問
題
を
抱
え
る
も
の
が
あ
る
。
言
葉
使
い
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
類
の
著
述
の
中
に
は
、
言
葉
の
選
択
に
こ

だ
わ
り
す
ぎ
て
文
章
の
表
現
を
妨
げ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
文
章
が
庶
民
の
耳
に
触
れ
て
恒
心
を
奮
い
立
た
せ
る
力
は

削
が
れ
て
し
ま
う
。
…
…
「
明
」
と
は
、
こ
の
本
を
通
じ
て
、
愚
者
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
通
」
と
は
、
こ
れ

で
世
俗
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
恒
」
と
は
、
読
者
が
こ
れ
を
何
回
読
ん
で
も
厭
き
ず
、
ず
っ
と
人
々
の
間

に
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
小
説
集
は
、
名
前
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
意
味
は
一
つ
し
か
な
い

…
…
『
明
言
』・『
通
言
』・『
恒
言
』
は
六
経
・
国
史
の
補
佐
と
な
る
書
物
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
…
…
）

こ
の
文
章
か
ら
馮
夢
龍
の
、「
三
言
」
を
用
い
て
民
衆
を
教
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
窺
え
る
と
い
う
考
え
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ

て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
小
野
四
平
は
、
馮
夢
龍
は
「
小
説
を
里
耳
に
触
れ
て
恒
心
を
振
う
に
足
る
も
の
、
つ
ま
り
民
衆
の
教
化
に

役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
…
…
そ
れ
ぞ
れ
名
称
を
ち
が
え
て
こ
そ
あ
れ
、
三
言
に
通
ず
る
義
は
た
だ
一
つ
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
が
、
民
衆
の
教
化
に
役
立
た
ん
と
の
意
図
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い（
10
）る。
大
木
康
も
「
三
言
」
の
編

纂
方
法
に
つ
い
て
、
従
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
を
加
工
し
て
、
あ
ら
す
じ
を
「
勧
善
懲
悪
」
の
モ
ラ
ル
で
一
貫
さ
せ
よ
う
と
し
た
痕
跡
が

見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い（
11
）る。

ま
た
、『
古
今
小
説
』
の
序
文
に
お
い
て
も
、
馮
夢
龍
は
小
説
の
持
つ
「
感
人
」（
人
を
感
動
さ
せ
る
）
と
い
う
力
を
強
調
し
、
読
者
（
聞

き
手
）
に
自
ら
そ
の
弱
点
を
改
め
さ
せ
る
と
い
う
作
用
が
あ
る
と
明
言
し
た
（「
怯
者
勇
。
淫
者
貞
。
薄
者
敦
。
頑
鈍
者
汗
下
」
臆
病
な

も
の
は
勇
敢
に
、
淫
な
る
も
の
は
貞
節
に
、
軽
薄
な
も
の
は
重
厚
に
、
頑
固
で
愚
か
な
も
の
に
は
汗
を
流
さ
せ（
12
）る）。

た
し
か
に
、「
三
言
」
の
作
品
を
読
む
と
き
、
読
者
は
そ
の
「
説
教
く
さ
い
」
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
本
論
が
中
心
と
し
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て
取
り
上
げ
る
主
題
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
夫
・
妻
を
見
捨
て
ず
苦
難
を
共
に
す
る
夫
婦
の
情
義
を
讃
え
る
も

の
（「
古
二
十
・
陳
従
善
梅
嶺
失
渾
家
」、「
醒
九
・
陳
多
寿
生
死
夫
妻
」
ほ
か
）、
い
っ
た
ん
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
以
上
、
た
と

え
誘
惑
或
い
は
困
難
に
あ
っ
て
も
必
ず
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
宣
揚
す
る
も
の
（「
警
二
十
四
・
玉
堂
春
落
難
逢
夫
」、「
警

三
十
二
・
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」、「
警
三
十
四
・
王
嬌
鸞
百
年
長
恨
」
ほ
か
）
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ほ
か
の
主
題
に
つ
い
て
も
見
て

み
る
と
、
友
人
へ
の
義
、
親
へ
の
孝
、
善
行
を
積
む
こ
と
、
道
楽
者
の
改
心
な
ど
、
道
徳
を
教
え
る
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
る
作
品
は
少

な
く
な
い
。

以
上
の
二
点
か
ら
、
馮
夢
龍
は
白
話
小
説
を
通
じ
て
民
衆
へ
の
道
徳
教
育
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
「
三
言
」
を
編
纂
し

て
い
た
と
い
う
意
見
は
た
し
か
に
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
決
し
て
そ
の
通
り
の
内
容
の
作
品
ば
か
り
と

は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
男
女
の
恋
愛
を
主
題
と
す
る
作
品
の
な
か
に
も
、「
色
」
或
い
は
「
淫
欲
」
を
戒
め
る
べ
き
こ
と
を
啓
示

す
る
内
容
が
あ
る
一
方
で
、
情
交
の
場
を
露
骨
に
描
写
す
る
も
の
も
見
え
る
（
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
古
二
十
三
・
張
舜
美
灯
宵
得

麗
女
」）。
ま
た
、
若
い
男
女
の
自
由
恋
愛
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
き
つ
つ
、
出
会
っ
て
か
ら
早
く
も
二
三
回
目
の
対
面
で
す
ぐ
に
情
を
交

わ
し
て
し
ま
う
主
人
公
ら
の
行
為
は
、
現
代
人
の
目
か
ら
見
て
も
軽
率
に
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
儒
教
論
理
を
正
統
と
す
る

「
貞
操
観
」
の
厳
し
い
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
描
写
が
民
衆
の
教
化
に
よ
い
影
響
を
与
え
る
と
は
決
し
て
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
む
し
ろ
正
統
的
な
論
理
規
範
に
反
逆
し
て
、
人
々
の
心
を
儒
教
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と

も
読
め
る
。
大
木
康
は
さ
き
の
論
に
続
い
て
、
馮
夢
龍
に
は
民
衆
の
教
化
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
重
要
な
編
集
方
針
が
あ
り
、
登
場
人
物

の
真
率
な
心
情
に
根
ざ
し
た
純
粋
な
行
動
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い（
13
）る。

教
化
と
真
情
の
描
写
と
い
う
二
点
に
加
え
、
本
論
は
さ
ら
に
一
つ
の
側
面
か
ら
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
を
考
え
て
み
た
い
。
紙
幅
の
都

合
上
「
三
言
」
の
あ
ら
ゆ
る
主
題
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
全
面
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
恋
愛
・
婚
姻
を
主
題
と
す
る
作
品

を
中
心
に
、
ほ
か
の
主
題
の
作
品
に
も
少
し
触
れ
な
が
ら
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
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前
述
の
よ
う
に
、「
三
言
」
の
恋
愛
小
説
中
の
結
婚
を
宿
縁
と
す
る
思
想
が
読
み
と
れ
る
描
写
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
も
と
の
文
言
小

説
の
中
に
は
な
く
、
改
作
を
施
さ
れ
る
際
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
改
作
の
筆
を
加
え
た
作
者
ら
は
、

意
識
的
に
宿
縁
の
思
想
を
小
説
に
盛
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、「
三
言
」
の
編
纂
者
で
あ
る
と
同
時
に
一
部
の
作
品
の
作
者
で
も
あ
る

馮
夢
龍
は
そ
れ
ら
の
恋
愛
小
説
を
通
じ
て
、
読
者
に
宿
縁
の
思
想
を
教
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
た
い
。

そ
の
検
証
に
入
る
前
に
、
こ
の
推
論
は
先
に
述
べ
た
「
教
化
説
」
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宿
縁
と
い
う
意
識
は
宿
命
論
の
中
の
婚
姻
に
関
す
る
思
想
で
あ
り
、
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
れ
は
宿
命
的
な
人
生
観
な
い
し
世
界
観
の
、
婚
姻
と
い
う
一
面
に
お
け
る
反
映
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

小
説
が
宿
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
佛
教
を
主
と
し
た
宗
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も

宗
教
は
人
々
に
善
い
行
い
を
勧
め
、
導
く
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
宿
縁
の
思
想
を
教
え
る
こ
と
は
「
教
化

説
」
と
密
接
に
関
わ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
の
力
を
借
り
て
民
衆
に
善
い
行
い
を
勧
め
る
こ
と
と
、
六
経
・
国
史
な

ど
の
輔
助
と
し
て
儒
教
の
論
理
・
道
徳
を
民
衆
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
異
な
る
特
徴
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

検
証
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
「
醒
二
十
八
・
呉
衙
内
」
の
入
話
と
正
文
に
見
え
る
異
同
を
再
び
取
り
上
げ
る
。
第
一
節
で
分
析

し
た
よ
う
に
、
両
者
の
構
成
は
た
く
さ
ん
の
共
通
点
を
持
ち
、
類
似
性
の
極
め
て
高
い
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
の
結
末
は
正
反
対
と
い
え
る
二
つ
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
作
者
（
語
り
手
）
は
、
恋
人
が
最
後
に
結

婚
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
二
人
の
間
に
宿
縁
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
儒

教
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
男
女
の
結
婚
は
所
謂
「
父
母
の
命
、
媒
酌
の
言
」
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
成
立
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
こ
の
作
品
は
、
儒
教
の
規
範
に
反
逆
し
、
当
時
で
は
正
統
派
に
は
許
さ
れ
ぬ
「
自
由
恋
愛
」
を
提
唱
し
て
い
る
と
見
る
ほ
う
が
作
者
の

本
意
に
近
い
は
ず
だ
。「
自
由
恋
愛
」
を
提
唱
し
て
い
る
と
い
え
ば
、
大
木
の
「
真
情
説
」
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
正
文
の

み
に
限
ら
れ
、
入
話
の
ほ
う
に
は
適
用
し
が
た
い
。
入
話
も
正
文
と
同
様
に
、
主
人
公
ら
が
自
ら
の
感
情
に
し
た
が
っ
て
愛
し
合
う
よ
う
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に
な
り
、
密
会
し
て
情
を
交
わ
し
て
い
る
の
だ
。
い
ず
れ
も
同
じ
く
真
率
な
心
情
に
根
ざ
し
た
純
粋
な
行
動
で
あ
る
が
、
入
話
の
二
人
に

は
五
百
年
前
に
決
め
ら
れ
た
縁
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
結
婚
に
至
ら
ず
、
さ
ら
に
男
性
は
状
元
に
な
れ
る
運
命
ま
で
奪
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
入
話
が
強
調
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
、
結
婚
は
宿
縁
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
正
文

の
二
人
は
最
後
に
円
満
な
夫
婦
に
な
る
と
は
い
え
、
最
初
に
軽
率
に
交
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
か
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
宿
縁
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軽
率
な
情
交
に
も
合
理
性
を
与
え
、
作
品
を
読
み
進
め
て
い
く
に
つ
れ
て

疑
問
も
次
第
に
解
消
さ
れ
る
、
と
作
者
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
男
女
双
方
が
「
真
情
」
を
持
っ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
作
者
の
賛
同
を
得
、
円
満
な
結
末
を
迎
え
る
よ
う
に
書
か
れ
る
と

は
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
恋
愛
が
成
就
す
る
か
否
か
に
お
い
て
は
、
第
一
位
に
重
視
さ
れ
る
の
は
「
宿
縁
」
で
あ
り
、「
真
情
」
は
次

位
に
お
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
類
似
し
た
筋
を
持
ち
な
が
ら
、
逆
方
向
へ
展
開
し
て
い
く
例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

「
古
二
十
四
・
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」、「
古
二
十
七
・
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」、「
警
三
十
二
・
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
は
、
い
ず
れ
も

男
性
が
誓
い
を
破
っ
て
妻
あ
る
い
は
婚
約
者
を
裏
切
る
話
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
す
じ
を
示
す
。

靖
康
年
間
、
宋
の
講
和
使
節
と
し
て
燕
京
を
訪
れ
た
韓
思
厚
は
、
義
兄
弟
の
楊
思
温
を
通
じ
て
、
靖
康
の
乱
の
際
に
金
国
に
捕
ら
え
ら

れ
、
操
を
守
る
た
め
自
刎
し
た
妻
鄭
意
娘
の
亡
霊
と
再
会
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
思
厚
は
再
婚
し
な
い
こ
と
を
誓
い
、
亡
妻
の
同
意
を
得

て
遺
骨
を
国
へ
持
ち
か
え
り
葬
っ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
思
厚
は
、
夫
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
道
観
の
観
主
の
劉
金
壇
に
一
目
ぼ
れ
し
て
、

意
娘
と
の
誓
い
を
破
っ
て
再
婚
し
た
。
新
婚
生
活
が
意
娘
の
霊
魂
に
邪
魔
さ
れ
た
た
め
、
思
厚
は
意
娘
の
遺
骨
を
墓
か
ら
掘
り
出
し
、
揚

子
江
の
中
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
、
再
婚
し
た
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
亡
妻
・
亡
夫
の
霊
魂
に
よ
っ
て
揚
子
江
に
引
き
ず
り
込
ま
れ

て
死
ん
だ
。（「
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」）
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宋
の
紹
興
年
間
、
一
人
娘
の
玉
奴
を
士
人
に
嫁
が
せ
よ
う
と
望
ん
で
い
た
金
老
大
と
い
う
乞
食
の
親
分
が
い
た
。
太
学
生
の
莫
稽
は
、

両
親
が
死
ん
だ
た
め
生
活
に
困
っ
て
い
た
の
で
、
玉
奴
が
下
賤
な
出
身
で
あ
る
こ
と
を
嫌
が
り
な
が
ら
も
彼
女
と
結
婚
し
た
。
金
家
の
惜

し
み
な
い
援
助
を
得
て
、
莫
稽
は
三
年
後
に
科
挙
に
及
第
し
、
無
為
軍
司
戸
に
任
じ
ら
れ
た
。
赴
任
す
る
途
中
の
あ
る
夜
、
依
然
と
し
て

玉
奴
の
出
身
を
忌
ま
わ
し
く
思
っ
て
い
た
莫
稽
は
、
彼
女
を
船
中
か
ら
突
き
落
と
し
、
そ
の
ま
ま
赴
任
し
た
。
玉
奴
は
あ
と
か
ら
通
り
か

か
っ
た
、
淮
西
転
運
司
に
赴
任
す
る
許
徳
厚
の
船
に
救
わ
れ
、
彼
の
養
女
と
な
っ
た
。
莫
稽
の
上
司
に
あ
た
る
許
徳
厚
が
、
自
分
の
養
女

を
莫
稽
に
嫁
が
せ
よ
う
と
言
っ
た
た
め
、
莫
稽
は
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
。
結
婚
の
夜
、
莫
稽
は
新
婦
が
玉
奴
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
そ
の

う
え
玉
奴
ら
に
棒
で
さ
ん
ざ
ん
に
殴
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
莫
稽
は
誤
り
を
改
め
、
夫
婦
は
睦
み
あ
っ
て
円
満
な
生
活
を
送
っ
た
。

（「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」）

明
の
万
歴
年
間
、
太
学
生
李
甲
は
名
妓
杜
十
娘
と
相
愛
の
仲
に
な
り
、
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
十
娘
は
自
分
の
金
を
李
甲
に
与

え
て
自
分
を
落
籍
さ
せ
た
。
二
人
は
結
婚
の
許
し
を
得
る
た
め
、
李
甲
の
家
に
向
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
瓜
州
で
風
雪
の
た
め
停
泊
し
て
い

る
と
き
に
、
孫
富
と
い
う
商
人
の
息
子
が
十
娘
の
美
貌
に
惹
か
れ
、
十
娘
を
譲
る
よ
う
李
甲
を
口
説
い
た
。
妓
女
の
た
め
に
金
を
失
い
、

さ
ら
に
妓
女
を
家
ま
で
連
れ
て
行
く
こ
と
で
父
の
怒
り
を
買
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
て
い
た
李
甲
は
、
孫
富
に
説
得
さ
れ
、
千
両

の
銀
で
十
娘
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
十
娘
は
、
持
っ
て
き
た
巨
額
の
金
銀
財
宝
を
川
の
中
に
投
げ
捨
て
る

と
、
孫
富
と
李
甲
を
罵
り
、
自
ら
身
を
川
の
中
に
投
じ
た
。
の
ち
に
、
李
甲
は
十
娘
の
こ
と
を
悔
や
ん
で
病
に
な
り
、
生
涯
癒
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。（「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」）

「
三
言
」
の
恋
愛
小
説
の
中
で
は
、
主
人
公
ら
の
行
為
に
賛
同
す
る
立
場
を
読
者
に
強
く
示
す
た
め
か
、
文
言
の
原
作
の
結
末
を
非
現

実
的
な
ほ
ど
に
円
満
に
書
き
換
え
た
ケ
ー
ス
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
一
方
、
上
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
悪
い
こ
と
を
し
た
も
の
が
懲
罰
を
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科
さ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、「
三
言
」
は
「
勧
善
懲
悪
」
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
上
の
三
つ
の
「
負
心
男
子
」
の
話
を
比
べ
て
み
る
と
、「
勧
善
懲
悪
」
の
性
格
と
合
致
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
と
こ
ろ
に
気
づ
く
。
試
み
に
、
三
人
の
男
性
の
行
っ
た
、
妻
・
婚
約
者
を
傷
つ
け
る
行
為
と
、
彼
ら
の
受
け
た
懲
罰
を
、
以
下

の
表
に
示
す
。

ど
う
考
え
て
も
、
こ
の
三
つ
の
作
品
の
中
で
は
、
か
つ
て
受
け
た
恩
を
忘
れ
、
妻
を
殺
そ
う
と
し
た
「
金
玉
奴
」
の
莫
稽
の
行
為
が
最

も
悪
質
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
結
局
た
だ
殴
ら
れ
る
と
い
う
懲
罰
を
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、「
懲
悪
」
と
い
う
に

は
少
し
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
現
代
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
罪
の
最
も
軽
い
「
楊
思
温
」
の
韓
思
厚
は
、
逆
に

作
品

悪
質
な
行
為

最
後
の
懲
罰

「
楊
思
温
」

意
娘
と
の
誓
い
を
破
っ
て
再
婚
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の

遺
骨
を
墓
か
ら
掘
り
出
し
て
揚
子
江
の
中
に
捨
て
た
。

意
娘
の
霊
魂
に
揚
子
江
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
死
ん

だ
。

「
金
玉
奴
」

妻
玉
奴
の
家
か
ら
貰
っ
た
援
助
の
お
か
げ
で
及
第
し
た

の
に
、
彼
女
の
出
身
を
忌
ま
わ
し
く
思
っ
て
い
た
た
め
、

殺
そ
う
と
し
て
船
中
か
ら
突
き
落
と
し
た
。

上
司
の
養
女
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
新
婚
の

夜
、
新
婦
が
玉
奴
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
さ
ら
に
玉
奴
ら

に
棒
で
さ
ん
ざ
ん
殴
ら
れ
た
。

「
杜
十
娘
」

夫
婦
に
な
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
た
の
に
、
結
局
は
父
に

怒
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
千
両
の
銀
で
杜
十
娘
を
他
人

に
売
っ
た
。

わ
ず
か
千
両
の
銀
で
、
計
り
知
れ
な
い
財
宝
を
持
っ
て

い
た
杜
十
娘
を
売
っ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
彼
女
を
死
な
せ

た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
生
涯
病
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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最
も
悲
惨
な
末
路
を
た
ど
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
楊
思
温
」
を
、
そ
の
原
作
と
さ
れ
て
い
る
『
夷
堅
丁
志
』
巻
九
「
太
原
意
娘
」
と
比
べ
て
み
る
と
、
大
き
く
改
変
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
太
原
意
娘
」
で
は
、
思
厚
が
再
婚
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
後
数
年
。
韓
無
以
為
家
。
竟
有
所
娶
。
而
于
故
妻

墓
稍
益
疏
」（
数
年
後
、
韓
は
家
族
が
な
か
っ
た
た
め
つ
い
に
再
婚
し
て
、
亡
く
な
っ
た
妻
の
墓
に
も
あ
ま
り
行
か
な
く
な
っ
た
）
と
述

べ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
楊
思
温
」
で
は
、
先
に
掲
げ
た
あ
ら
す
じ
の
と
お
り
、
意
娘
の
霊
魂
と
の
誓
い
を
裏
切
っ
て
再

婚
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
意
娘
の
遺
骨
を
墓
か
ら
掘
り
出
し
て
揚
子
江
の
中
に
捨
て
る
と
い
う
、
憎
む
べ
き
行
為
ま
で
が
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
結
末
に
つ
い
て
も
、
文
言
で
は
韓
思
厚
が
夢
で
亡
妻
の
霊
魂
に
責
め
ら
れ
た
た
め
、
恥
じ
入
っ
て
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ

と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
白
話
で
は
意
娘
の
霊
魂
に
揚
子
江
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
死
ん
だ
と
書
き
換
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
改
作
に

よ
っ
て
、「
太
原
意
娘
」
の
読
者
に
と
っ
て
は
喚
起
さ
れ
に
く
い
怒
り
や
恨
み
と
い
う
感
情
が
、「
楊
思
温
」
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
ス
ト
ー

リ
ー
の
流
れ
と
と
も
に
自
然
に
喚
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
変
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
作
品
を
通
じ
て
読
者
に

伝
え
た
い
も
の
が
異
な
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
忘
恩
の
男
性
を
懲
罰
す
る
こ
と
で
読
者
に
何
か
を
教
え
よ
う
と
す
る
「
楊

思
温
」
と
異
な
り
、「
太
原
意
娘
」
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
逆
に
作
者
に
は
主
人
公
夫
婦
の
境
遇
に
同

情
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
意
娘
と
夫
は
宋
金
戦
争
で
死
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
実
は
『
夷
堅
志
』
の

編
纂
者
洪
邁
本
人
も
、
戦
争
で
家
族
と
離
散
し
た
経
験
が
あ
る
。
彼
の
幼
い
こ
ろ
、
父
親
洪
皓
は
金
国
に
拘
留
さ
れ
、
長
期
に
渡
っ
て
家

族
と
音
信
が
途
絶
え
、
後
に
は
洪
邁
自
身
も
宋
の
使
節
と
し
て
金
国
に
渡
っ
た
際
に
い
っ
た
ん
軟
禁
さ
れ
た
。
劉
勇
強
は
、
こ
の
作
品
に

含
ま
れ
る
感
情
に
つ
い
て
、
洪
邁
に
は
身
に
し
み
る
痛
み
が
あ
っ
た
た
め
、
戦
争
で
一
家
離
散
し
た
人
々
に
対
し
て
無
限
の
同
情
を
作
品

の
中
に
注
い
だ
の
だ
と
指
摘
し（
14
）た。
同
情
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
乱
世
に
生
き
る
人
間
の
不
幸
な
運
命
を
描
き
出
す
こ
と
が
、
洪
邁
の
本

意
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
「
太
原
意
娘
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、「
楊
思
温
」
の
最
後
に
見
え
る
韓
思
厚
の
悲
惨
な
末
路
は
、
原
作
に
手
を
加
え
た
結
果
で
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あ
る
と
わ
か
っ
た
。
次
に
こ
れ
を
、「
金
玉
奴
」
に
お
け
る
忘
恩
の
男
性
に
対
す
る
処
置
方
法
と
比
べ
て
み
よ
う
。
亡
妻
の
遺
骨
を
江
の

中
に
捨
て
た
男
性
が
、
妻
の
霊
魂
に
江
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
死
ぬ
と
い
う
懲
罰
を
科
さ
れ
る
の
に
対
し
、
妻
の
命
を
奪
お
う
と
江
の
中

に
突
き
落
と
し
た
男
性
の
受
け
た
懲
罰
は
た
だ
殴
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
の
ち
に
い
っ
そ
う
円
満
な
夫
婦
に
な
る
と
い
う
よ
い
結
果
を
得

た
。
こ
れ
ら
の
現
象
か
ら
、
悪
い
行
為
或
い
は
悪
い
人
間
に
対
し
、
懲
罰
を
科
す
る
基
準
に
つ
い
て
い
っ
た
い
ど
う
考
え
れ
ば
よ
か
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
、
人
間
を
裏
切
っ
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
と
し
て
も
、
な
お
救
い
の
可
能
性
が
残
る
（「
金
玉
奴
」
の
場
合
）
も
の
の
、

霊
魂
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
え
ば
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（「
楊
思
温
」
の
場
合
）、
と
い
う
こ
と
が
見
え
る
。
こ
こ
か

ら
想
像
さ
れ
る
の
は
、
悪
い
行
為
の
程
度
の
み
で
懲
罰
の
重
さ
が
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
更
に
そ
の
行
為
が
霊
魂
・
天
意
な
ど
の
超
自

然
的
な
存
在
に
許
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
霊
魂
を
冒
し
て
命
を
奪

わ
れ
る
韓
思
厚
と
は
ち
ょ
う
ど
反
対
に
、
莫
稽
は
金
玉
奴
を
江
の
中
に
突
き
落
と
し
た
が
、
彼
女
は
奇
跡
的
に
生
き
残
っ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
い
わ
ゆ
る
「
天
意
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
韓
思
厚
と
莫
稽
に
与
え
ら
れ
た
懲
罰
に
天
と
地
の
差
が

あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
金
玉
奴
を
殺
そ
う
と
し
た
と
は
い
え
、
彼
女
は
天
意
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い

た
た
め
に
、
莫
稽
の
犯
し
た
罪
も
軽
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

さ
き
に
「
三
言
」
の
恋
愛
小
説
に
は
読
者
に
宿
縁
の
思
想
を
教
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
考
察
の
範
囲
を
推
し
広
げ

る
と
、
実
は
恋
愛
の
主
題
に
限
ら
ず
、
ほ
か
の
主
題
の
小
説
に
お
い
て
も
宿
命
の
思
想
が
よ
く
表
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
以

下
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
萬
般
皆
是
命
，
半
點
不
由
人
。」（
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
み
な
命
に
よ
り
決
ま
っ
て
い
る
も
の
で
、
少
し
も
人
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
）

（「
警
十
七
・
鈍
秀
才
一
朝
交
泰
」）

「
命
裡
有
時
終
自
有
，
人
生
何
必
苦
埋
怨
。」（
運
命
で
定
ま
っ
た
も
の
な
ら
ば
い
つ
か
必
ず
来
る
、
な
ぜ
人
生
で
不
平
不
満
を
言
う
必

要
が
あ
ろ
う
か
。）（「
古
十
八
・
楊
国
老
越
国
奇
逢
」）
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ま
た
「
三
言
」
に
は
、「
楊
思
温
」
の
ほ
か
に
も
、
霊
魂
の
登
場
す
る
話
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
妓
女
廿
二
娘
の
霊
魂
が
薄
情
者
に
復
讐

す
る
「
警
三
十
四
・
王
嬌
鸞
百
年
長
恨
」
の
入
話
、
愛
愛
と
い
う
少
女
が
、
死
ん
だ
後
も
愛
慕
す
る
男
性
と
い
っ
た
ん
は
結
ば
れ
る
「
警

三
十
・
金
明
池
呉
清
逢
愛
愛
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
霊
魂
の
復
讐
」
或
い
は
「
霊
魂
の
力
」
は
宿
命

の
思
想
と
は
も
ち
ろ
ん
別
物
で
は
あ
る
も
の
の
、
神
秘
的
な
力
の
存
在
を
認
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
畏
敬
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通

す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、「
三
言
」
の
中
で
は
、
佛
教
・
道
教
に
関
す
る
主
題
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
の
量
を
占

め
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
宿
命
思
想
を
含
め
、
神
秘
的
で
宗
教
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
意
識
（
い
わ
ゆ
る
迷
信
）
を
表
現

す
る
こ
と
は
、「
三
言
」
の
一
つ
の
重
要
な
性
格
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
こ
う
い
う
性
格
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
編
纂
意
図
が
窺
え

る
の
か
。

宿
命
に
せ
よ
、
超
自
然
的
な
存
在
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
重
ん
じ
る
意
識
は
、
結
局
人
間
が
未
知
の
現
象
に
対
し
、
自
分
の
持
っ
て
い
る

考
え
方
を
強
引
に
あ
て
は
め
、
解
釈
し
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
一
部
の
人
々
（
具
体
的

に
言
う
な
ら
ば
統
治
階
層
）
に
利
用
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
て
教
条
と
な
り
、
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
一
般
民
衆
に
教
え
ら
れ
る
。
人
間
は

未
知
の
物
事
に
恐
怖
感
を
持
ち
、
畏
敬
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
民
衆
に
純
粋
に
道
徳
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
の
畏
敬
す
る
も

の
を
利
用
し
て
社
会
的
な
行
動
規
範
を
遵
守
さ
せ
、
生
活
の
現
状
に
安
ん
じ
さ
せ
る
方
法
の
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
必
然
的
な
関
係
の
な
い
物
事
を
結
び
つ
け
て
世
間
の
一
般
法
則
と
し
、
お
と
な
し
く
一
生
を
終
え
る
よ
う
教
え
る
言
葉
も
あ
る
。

例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。

「
不
貪
花
酒
不
貪
財
，
一
世
無
災
無
害
。」（
妓
楼
の
酒
に
お
ぼ
れ
ず
金
銭
を
欲
張
ら
な
け
れ
ば
、
一
生
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。）（「
警
三
十
四
・
王
嬌
鸞
百
年
長
恨
」）

「
有
福
之
人
人
伏
侍
，
無
福
之
人
伏
侍
人
。」（
福
の
あ
る
人
に
は
人
が
仕
え
る
、
福
の
な
い
人
は
人
に
仕
え
る
。）（「
古
十
八
・
楊
国
老

越
国
奇
逢
」）
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以
上
述
べ
た
よ
う
に
、「
三
言
」
の
作
品
の
中
に
表
れ
て
い
る
思
想
か
ら
、
正
統
的
な
道
徳
を
教
え
て
儒
教
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
面
、

当
時
起
こ
っ
て
い
た
人
間
性
を
解
放
し
よ
う
す
る
思
想
潮
流
に
応
じ
て
男
女
の
真
情
に
よ
る
自
由
恋
愛
を
讃
え
る
面
、
宿
縁
・
宿
命
・
天

人
感
応
（
人
の
至
誠
が
天
を
動
か
す
）・
因
果
報
応
な
ど
の
迷
信
を
通
じ
、
民
衆
に
分
に
安
ん
じ
て
己
を
守
る
よ
う
に
教
え
る
面
な
ど
が
、

「
三
言
」
の
な
か
に
は
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

五

こ
こ
ま
で
、
具
体
的
な
作
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
表
れ
る
思
想
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
三
言
」
の
中
に
は
、
馮
夢
龍
が
『
醒

世
恒
言
』
の
序
言
に
お
い
て
掲
げ
て
い
た
よ
う
な
「
六
経
・
国
史
の
補
佐
」
と
な
る
と
い
う
効
用
と
は
相
違
す
る
も
の
が
多
分
に
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
必
ず
し
も
民
衆
の
教
化
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
個
別
の
作
品

の
創
作
意
図
、
或
い
は
「
三
言
」
全
体
の
編
纂
意
図
は
、
必
ず
し
も
「
里
耳
に
触
れ
て
恒
心
を
振
う
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
馮
夢
龍
は
事
実
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
序
文
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
方
面
か
ら
こ
の
問
題
を
考

察
し
た
い
。

ま
ず
は
、
中
国
文
学
史
に
お
け
る
小
説
及
び
白
話
小
説
の
地
位
か
ら
考
え
る
。
さ
き
に
触
れ
た
『
醒
世
恒
言
』
の
序
文
の
冒
頭
で
、
馮

夢
龍
は
「
六
経
・
国
史
の
外
、
凡
そ
著
述
は
み
な
小
説
な
り
」
と
述
べ
、
六
経
国
史
以
外
の
す
べ
て
の
論
著
を
小
説
と
見
な
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

「
自
昔
濁
亂
之
世
、
謂
之
天
醉
。
天
不
自
醉
人
醉
之
、
則
天
不
自
醒
人
醒
之
。
以
醒
天
之
權
與
人
、
而
以
醒
人
之
權
與
言
。
言
恒
而
人

恒
、
人
恒
而
天
亦
得
其
恒
。」
昔
か
ら
、
濁
り
乱
れ
た
世
を
「
天
酔
」
と
言
う
。
天
は
自
ら
酔
わ
ず
、
人
が
天
を
酔
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、

天
は
自
ら
醒
め
ず
、
人
が
天
を
醒
ま
す
し
か
な
い
。
天
を
醒
ま
す
力
は
人
に
あ
り
、
人
を
醒
ま
す
力
は
著
述
に
あ
る
。
著
述
が
「
恒
」
と
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い
う
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
な
ら
ば
、
人
も
「
恒
」
と
な
り
。
人
が
「
恒
」
な
ら
ば
、
天
も
ま
た
そ
の
「
恒
」
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ（
15
）う。）

と
続
け
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
な
か
で
馮
夢
龍
は
、
小
説
を
乱
世
の
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
る
「
恒
言
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
小
野
四
平
は
、
六
経
国
史
の
及
び
得
な
い
部
分
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
社
会
の
底
辺

―
民
衆
の
生
活
に
対
し
て
、

馮
夢
龍
は
目
を
向
け
た
、
と
指
摘
し（
16
）た。
要
す
る
に
、
小
説
は
儒
教
経
典
を
補
佐
す
る
書
籍
で
あ
り
、
乱
世
に
お
い
て
は
人
々
の
心
を
覚

醒
さ
せ
る
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
、
馮
夢
龍
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
中
国
文
学
史
に
お
い
て
小
説
は
決
し
て
馮
夢
龍
の
述
べ
た
よ
う
に
高
く
評
価
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
は
中
国
小
説
の
地
位
に
つ
い
て
、「
過
去
の
中
国
の
小
説
は
い
ず
れ
の
階
級
か
ら
も
積

極
的
な
支
持
を
得
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
」
と
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
風
教
上
、
治
安
上
の
危
惧
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

さ
ら
に
過
去
の
史
実
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
中
国
社
会
に
あ
っ
て
は
、「
架
空
の
記
載
は
、
架
空
な
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
非
論
理
で
あ

る
」、「
こ
の
国
の
古
代
文
明
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
ン
ド
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
空
想
の
所
産
で
あ
る
虚
構
の
言
語
を
尊
重
す
る
習
慣
は
な

か
っ
た
」
と
述
べ（
17
）た。

小
説
は
ま
た
文
言
と
白
話
と
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
か
れ
る
。
で
は
、
両
者
の
文
学
史
上
の
地
位
は
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

小
野
四
平
に
よ
れ
ば
、
明
代
に
は
す
で
に
文
言
小
説
と
白
話
小
説
と
を
区
別
す
る
意
識
が
出
現
し
て
お
り
、
一
般
の
明
人
の
小
説
観
は
お

お
よ
そ
文
言
の
作
品
、
特
に
唐
代
の
伝
奇
小
説
の
価
値
を
認
め
る
一
方
、
白
話
小
説
に
対
し
て
は
極
め
て
少
数
の
例
外
（『
水
滸
伝
』
な
ど
）

を
除
い
て
低
く
評
価
し
て
い
た
と
い（
18
）う。

要
す
る
に
、
過
去
の
中
国
文
学
史
に
お
い
て
小
説
は
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
中
で
も
白
話
小
説
は
い
っ
そ
う
軽
視
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
明
末
に
至
っ
て
上
層
の
知
識
人
た
ち
が
『
西
遊
記
』
な
ど
の
白
話
小
説
に
関
心
を
示
し
た
例
が
現
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ

と
が
磯
部
彰
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の（
19
）の、
白
話
小
説
の
読
者
で
あ
る
こ
と
は
、
士
大
夫
に
と
っ
て
積
極
的
に
是
認
さ
れ
た
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
吉
川
幸
次
郎
は
、
白
話
小
説
が
士
大
夫
に
よ
っ
て
大
い
に
読
ま
れ
、
作
者
に
も
多
く
の
士
大
夫
が
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
小
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説
は
「
士
大
夫
の
間
に
も
、
実
は
滔
滔
と
浸
潤
し
て
い
た
」
と
し
な
が
ら
も
、「
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
否
認
の
心
情
を
伴
っ
て
い

た
」
と
述
べ
て
い（
20
）る。
馮
夢
龍
が
さ
き
の
序
文
に
お
い
て
小
説
そ
の
も
の
及
び
「
三
言
」
と
い
う
白
話
小
説
集
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
し

た
こ
と
に
は
、
こ
う
い
っ
た
文
学
史
の
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
話
小
説
、
戯
曲
そ
し
て
民
歌
な
ど
の
通
俗
文
学
と
い
う
分
野

に
力
を
尽
く
し
て
い
た
馮
夢
龍
は
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
一
般
の
人
よ
り
白
話
小
説
と
い
う
文
体
の
価
値
を
高
く
認
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
六
経
・
国
史
の
補
佐
、
万
世
太
平
の
源
と
い
う
ほ
ど
高
く
位
置
づ
け
た
の
は
本
心
に
よ
る
も
の
だ
と
は
考
え
が
た

い
。
本
節
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
醒
世
恒
言
』
の
序
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
民
衆
を
教
化
し
て
社
会
を
よ
い
方
向
へ
導
き
た
い

と
い
う
目
的
は
、「
三
言
」
の
編
纂
意
図
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
個
別
の
作
品
の
中
に
、
と
り
わ
け
先
行
す

る
文
言
作
品
と
の
比
較
か
ら
読
み
と
れ
る
、
真
情
を
提
唱
す
る
こ
と
と
迷
信
を
教
え
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
意
図
は
、
序
文
の
中
に
は
見

え
な
い
。「
真
情
」
と
「
迷
信
」
に
序
文
で
言
及
し
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
点
が
「
三
言
」
の
文
学
的
な
地
位
を
高
め
る
と
い
う

目
的
を
害
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
、
あ
え
て
儒
教
の
教
え
に
符
合
す
る
「
民
衆
へ
の
教
化
」
と
い
う
点
だ
け
を
誇
張
し
て
述
べ
、「
三

言
」
は
儒
教
経
典
と
同
列
だ
と
主
張
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
馮
夢
龍
が
『
古
今
小
説
』
の
序
文
で
「
民
衆
の
耳
目
を
益
す

る
も
の
を
選
ん
だ
」
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
尾
上
兼
英
が
、
こ
れ
は
「
馮
夢
龍
の
編
集
方
針
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
」
と

し
な
が
ら
も
、「
小
説
な
ど
に
手
を
出
す
こ
と
に
抵
抗
感
を
感
じ
る
士
人
の
弁
解
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」、「
宋
元
伝
来
の
作
品
に

は
、
妖
怪
や
盗
賊
の
話
、
幽
霊
の
復
讐
な
ど
雑
多
な
話
が
あ
り
、
す
べ
て
が
教
化
一
色
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
た
の
で

あ（
21
）る。

ま
た
、
文
言
で
記
さ
れ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
文
体
と
比
べ
、
白
話
小
説
に
は
一
つ
重
要
な
性
質
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と

に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
市
井
の
講
談
者
が
語
る
物
語
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
発
展
変
化
し
て
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
白
話
小
説
は
、
そ
れ

ま
で
主
に
士
人
階
層
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
て
き
た
詩
文
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
貴
族
文
学
」
と
異
な
り
、
純
粋
な
娯
楽
を
目
的
と
し
た
作

品
で
あ
り
、
は
じ
め
て
誕
生
し
た
商
品
と
し
て
の
作
品
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
創
作
の
意
図
と
、
作
品
の
想
定
す
る
読
者
と
の
二
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つ
の
点
に
お
い
て
、
過
去
の
文
学
作
品
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ま
で
の
文
学
作
品
に
は
、
功
利
的
な
意
図
が

ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
詩
集
・
文
集
・
小
説
集
を
出
版
す
る
こ
と
で
儲
け
よ
う
と
い
う
意
図
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
言
の
詩
文
な
ど
の
序
言
は
作
者
の
観
念
及
び
主
張
の
産
物
と
見
な
し
て
考
察

す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
商
品
で
あ
る
白
話
小
説
集
の
場
合
は
、
そ
の
序
文
を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
状
況

を
考
え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
商
品
を
紹
介
す
る
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
必
ず
し
も
実
際
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
誇
張
し
た
り
美
化
し
た
り
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
商
品
で
あ
る
出
版
物
の
序
文
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、

馮
夢
龍
は
も
は
や
士
大
夫
た
る
一
面
に
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
戸
倉
英
美
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
醒
三
・
売
油
郎
独
占
花
魁
」

の
よ
う
な
読
者
を
励
ま
し
導
く
作
品
を
作
る
士
人
と
い
う
一
面
の
ほ
か
に
、
馮
夢
龍
は
、「
商
業
出
版
物
の
卓
越
し
た
エ
デ
ィ
タ
ー
兼
ラ

イ
タ
ー
」
と
い
う
「
も
う
一
つ
の
顔
」
を
持
っ
て
い（
22
）た。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文（
23
）化』
に
記
さ
れ
て
い
る
明
代

文
人
沈
徳
符
の
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
五
「
金
瓶
梅
」
の
記
述
を
参
考
に
し
た
い
。

「
吳
友
馮
猶
龍
見
之
驚
喜
，
慫
惥
書
坊
，
以
重
價
購
刻
，
馬
仲
良
時
榷
吳
關
，
亦
勸
予
應
梓
人
之
求
，
可
以
療
饑
。
予
曰
：
「
此
等
書

必
遂
有
人
板
行
。
但
一
刻
則
家
傳
戶
到
，
壞
人
心
術
，
他
日
閻
羅
究
詰
始
禍
，
何
辭
置
對
？
吾
豈
以
刀
錐
博
泥
犁
哉
！
」
仲
良
大
以
為
然
，

遂
固
篋
之
。」（
馮
夢
龍
が
こ
れ
（『
金
瓶
梅
』
の
全
巻
を
指
す
）
を
見
て
驚
喜
し
、
高
い
値
段
で
買
い
取
っ
て
出
版
す
る
よ
う
書
坊
に
勧

め
て
く
れ
た
。
そ
の
当
時
、
馬
仲
良
（
之
駿
）
が
蘇
州
の
関
所
の
役
人
を
し
て
お
り
、
や
は
り
書
店
の
勧
め
に
応
じ
て
世
の
人
の
渇
を
い

や
す
よ
う
に
と
勧
め
て
く
れ
た
。
だ
が
わ
た
し
は
、「
こ
う
し
た
書
物
は
、
き
っ
と
誰
か
が
出
版
す
る
。
そ
し
て
一
旦
誰
か
が
印
刷
す
れ
ば
、

家
々
に
伝
わ
り
、
人
の
心
を
悪
く
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
日
閻
魔
様
が
、
そ
の
災
い
の
は
じ
ま
り
を
追
求
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

ど
う
答
え
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
は
わ
ず
か
な
利
益
の
た
め
に
地
獄
に
落
ち
て
は
た
ま
ら
な
い
か
ら
ね
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、

仲
良
は
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
だ
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
篋
底
に
秘
め
て
し
ま
っ（
24
）た。）
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こ
こ
で
は
、
沈
徳
符
が
民
衆
の
教
化
を
害
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
『
金
瓶
梅
』
を
書
坊
に
売
却
す
る
誘
い
を
断
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
馮
夢
龍
の
態
度
は
、
沈
徳
符
の
態
度
の
ち
ょ
う
ど
反
対
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
馮
夢
龍
は
、
わ
ず
か
な
利
益
の
た
め
に

人
の
心
を
悪
く
す
る
と
い
う
恐
れ
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、『
金
瓶
梅
』
を
出
版
さ
せ
よ
う
と
積
極
的
に
勧
め
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
馮
夢

龍
が
そ
れ
を
勧
め
た
の
は
、『
金
瓶
梅
』
が
売
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
利
益
を
狙
っ
て
い
た
た
め
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
多
く
の
小
説
読

者
の
需
要
を
満
た
す
た
め
、
或
い
は
作
品
の
文
学
的
価
値
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
た
た
め
だ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
醒
世
恒
言
』
の
序
言
に
見
た
よ
う
な
「
教
化
」
の
効
能
に
対
す
る
極
め
て
高
い
関
心
は
、
こ
の
件
に
お
い
て
は

示
さ
れ
て
な
い
。
仮
に
沈
徳
符
の
考
え
方
が
正
し
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
馮
夢
龍
は
自
分
が
そ
の
序
文
で
提
唱
し
た
民
衆
教
化
の

効
用
と
は
正
反
対
の
方
向
に
、
小
説
の
編
纂
と
出
版
を
実
践
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
に
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
三
言
」

に
は
、「
淫
」
な
ど
の
非
道
徳
な
い
し
反
道
徳
の
内
容
を
描
く
部
分
が
存
在
す
る
の
で
る
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
馮
夢
龍
が
『
醒
世
恒
言
』
の
序
言
に
表
し
た
意
志
は
ま
っ
た
く
本
物
で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、「
三
言
」

編
纂
の
際
に
は
馮
夢
龍
の
商
業
的
な
意
図
と
手
法
も
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
三
言
」
の
序
文
に
対
し
て
は
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
。
序
文
に
表
さ
れ
て
い
る
意
志
は
、
い
っ
た
い
誰
に
示
す
た
め
に

書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
醒
世
恒
言
』
に
付
け
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
以
上
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
読
む
読

者
に
見
せ
る
も
の
に
は
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
読
者
の
中
に
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
が
含
ま
れ
る
の
だ
。
明
末
白
話
小
説

の
読
者
に
つ
い
て
、
大
木
康
は
、
そ
の
大
き
な
部
分
は
「
生
員
」
を
中
心
と
し
た
科
挙
受
験
生
が
占
め
る
が
、
ほ
か
に
も
上
層
階
級
の
士

大
夫
、
識
字
者
と
考
え
ら
れ
る
僧
侶
や
道
士
、
ま
た
一
部
の
商
人
と
女
性
が
い
た
と
述
べ
て
い（
25
）る。
で
は
、
馮
夢
龍
が
あ
え
て
小
説
を
極

め
て
高
い
地
位
に
置
き
、「
三
言
」
の
社
会
教
化
の
役
割
を
甚
だ
し
く
拡
大
し
た
こ
の
序
文
は
、
以
上
の
う
ち
ど
の
階
層
の
読
者
を
狙
っ

た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
属
す
る
人
の
性
格
を
考
え
て
み
る
と
、
六
経
国
史
な
ど
の
書
物
を
経
典
と
し
て
尊
崇

し
、
社
会
教
化
に
強
い
関
心
を
持
ち
、「
万
世
太
平
」
な
ど
の
大
志
を
抱
く
と
い
っ
た
性
質
を
持
つ
の
は
、「
生
員
」
を
中
心
と
し
た
科
挙
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受
験
生
つ
ま
り
文
人
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
が
序
文
の
主
張
の
対
象
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
序
文
の
主
張
は
、
尾
上
兼
英
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
小
説
の
執
筆
や
編
纂
に
手
を
出
す
士
人
に
と
っ
て
の
弁
解
で
あ
る
と
同
時
に
、
小
説
を
読
む
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
士
人
に
と
っ

て
も
、
言
い
訳
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
論
は
こ
こ
ま
で
、「
三
言
」
に
見
え
る
、
先
行
す
る
文
言
小
説
を
改
作
し
た
例
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
注
目
さ
れ
る
改
変
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
庶
民
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
本
論
が
恋
愛
・
婚
姻
に
関
す
る
作
品

を
主
と
し
て
考
察
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
そ
れ
ま
で
お
お
む
ね
文
言
の
み
に
注
目
し
て
き
た
文
人
が
、
は
じ
め
て
白
話
小
説
の
世
界
に
入
る
の
は
、
こ
の
文
体
の
基

本
的
な
性
格
が
既
に
定
着
し
た
後
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
白
話
小
説
の
創
作
（
特
に
文
言
か
ら
の

改
作
）
の
際
に
、
庶
民
の
興
味
や
好
み
を
満
た
す
よ
う
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、「
醒

二
十
八
・
呉
衙
内
」
の
主
人
公
は
と
ん
で
も
な
い
大
食
と
描
か
れ
、
そ
の
才
子
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
相
反
す
る
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ど
う
見
て
も
、
士
人
の
趣
味
に
あ
っ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
文
人
に
と
っ
て
、
白
話
小
説
は
た
だ
の
暇
つ
ぶ
し
や
娯
楽
の
た
め
の
も
の
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
を
読
む
と
い
う
行
為
は
科
挙
・
出
仕
と
い
う
ま
と
も
な
生
活
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
め
に
、
そ

の
内
容
に
は
、
経
典
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
因
か
ら
、「
三
言
」
の
中
身
は
庶
民

お
よ
び
文
人
の
中
の
庶
民
に
接
近
す
る
一
面
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
一
方
で
、
序
文
は
完
全
に
文
人
の
「
士
大
夫
」
的
一
面
の
需

要
を
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
興
味
深
い
現
象
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
小
説
の
重
要
性
を
強
調
す
る
論
述
に

よ
っ
て
、「
士
大
夫
」
意
識
を
持
つ
文
人
の
、
ま
と
も
で
な
い
書
物
を
読
む
時
の
顧
慮
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
え
て
今
日
の
例
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
受
験
勉
強
に
迫
ら
れ
る
中
学
生
が
た
ま
に
勉
強
を
放
置
し
て
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
、「
こ
れ
も
一
種
の
脳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
だ
」
な
ど
と
言
い
訳
を
す
る
の
と
同
類
の
現
象
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
文
言
作
品
に
基
づ
く
「
三
言
」
の
一
部
の
作
品
は
、
白
話
へ
と
改
作
さ
れ
る
際
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
背

景
と
な
る
作
品
の
趣
旨
な
い
し
思
想
、
及
び
作
者
の
創
作
意
図
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
本
論
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、「
三
言
」

の
中
か
ら
恋
愛
・
婚
姻
を
主
題
と
す
る
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、「
三
言
」
の
ほ
か
の
主
題
の
小
説
に
も
少

な
か
ら
ず
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
馮
夢
龍
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
も
、
本
論
で
は
恋
愛
・
婚
姻
以
外

の
主
題
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
さ
ら
に
他
の
主
題
の
作
品
を
文
言
の
原
作
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、「
三
言
」
と
い
う
小
説
集
の
性
格
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

（
注
）

（
1
）　

い
わ
ゆ
る
「
話
本
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
本
論
は
「
宋
元
以
来
の
講
釈
師
の
底
本
」
と
い
う
定
義
を
用
い
る
。

（
2
）　

譚
正
璧
『
三
言
二
拍
資
料
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

1980
年
）、
小
川
陽
一
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』（
新
典
社　

1981

年
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
現

在
ま
で
そ
の
先
行
す
る
作
品
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
「
三
言
」
の
中
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
本
論
に
お
け
る
本
事
源
流
な
ど
に
つ
い
て
の

言
及
は
お
お
む
ね
こ
の
二
作
を
参
考
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

荒
木
猛
「
短
篇
白
話
小
説
の
展
開

―
「
三
言
」
に
見
ら
れ
る
人
生
観
を
中
心
と
し
て
」（
集
刊
東
洋
学
37
号　

1977

年
）、
小
野
四
平
『
中
国
近
世
に

お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
三
章
「
短
篇
白
話
小
説
に
お
け
る
恋
愛
」（
評
論
社　

1978

年
）
な
ど
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
分
析
の
多
く
は
「
三
言
」

の
編
纂
意
図
、
成
立
要
素
ま
た
は
思
想
な
ど
を
論
証
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、「
三
言
」
の
作
品
を
先
行
す
る
文
言
作
品
と
全
面
的
に
比
較
す

る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

（
4
）　
『
名
媛
詩
帰
』
：
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
第339

冊　

斉
魯
書
社　

1995

年



「三言」所収恋愛・婚姻小説とその文言原作との比較77

（
5
）　
『
情
史
』
：
上
海
古
籍
出
版
社　

1992

年

（
6
）　

佐
藤
晴
彦
「『
醒
世
恒
言
』
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ⅱ
）」（
神
戸
外
大
論
叢
第
43
巻
第
2
号　

1992

年
9
月
）

（
7
）　

小
野
四
平
は
、
註
3
の
論
考
で
、
宿
命
論
は
『
捜
神
記
』
な
ど
の
魏
晋
時
代
の
文
言
小
説
に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
、
唐
宋
時
代
以
降
の
小
説
（
文

言
を
含
む
）
の
特
有
の
現
象
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
荒
木
猛
は
、
同
じ
く
註
3
の
論
考
で
、「
婚
縁
」
は
白
話
小
説
に
限
ら
ず
文
言

小
説
に
お
い
て
も
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、『
太
平
広
記
』
巻
百
五
十
九
・
百
六
十
に
「
定
数
（
婚
姻
）」
の
一
項
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
そ
の
論
拠
と
し
た
。
本
論
は
、『
太
平
広
記
』
同
巻
の
作
品
に
表
れ
る
宿
命
論
の
思
想
と
「
三
言
」
の
も
の
と
は
差
異
が
あ
る
と
考
え
、
こ
の
説
を

採
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
。『
太
平
広
記
』
同
巻
と
の
比
較
は
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

（
8
）　

小
野
四
平
『
中
国
近
世
に
お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
一
章
「
馮
夢
龍
に
つ
い
て
」（
評
論
社　

1978

年
）、
大
木
康
「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編

纂
意
図
に
つ
い
て

―
特
に
勧
善
懲
悪
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
方
学
』
69
号　

1985

）、「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
（
続
）
―
‘
真

情
’
よ
り
見
た
側
面
」（『
東
方
学
』
70
号　

1985

年
）、
陳
大
康
「「
教
化
為
先
」
伝
統
的
確
立
」（『
通
俗
小
説
的
歴
史
軌
跡
』
湖
南
出
版
社　

1993

年
）

な
ど
。

（
9
）　

前
掲
註
8
小
野
四
平
『
中
国
近
世
に
お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
一
章
「
馮
夢
龍
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

（
10
）　

前
掲
註
8
小
野
四
平
『
中
国
近
世
に
お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
一
章
「
馮
夢
龍
に
つ
い
て
」。

（
11
）　

前
掲
註
8
大
木
康
「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て

―
特
に
勧
善
懲
悪
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」。

（
12
）　

戸
倉
英
美
「「
三
言
」
対
偶
構
成
の
意
味
」（
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要　

第
2
号　

1999

年
）
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

（
13
）　

前
掲
註
8
大
木
康
「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
（
続
）

―
「
真
情
」
よ
り
見
た
側
面
」。

（
14
）　

劉
勇
強
「
論
「
三
言
二
拍
」
対
『
夷
堅
志
』
的
継
承
与
改
造
」（
文
学
遺
産　

1995

年
第
4
期
）。

（
15
）　

前
掲
註
12
戸
倉
英
美
「「
三
言
」
対
偶
構
成
の
意
味
」
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

（
16
）　

前
掲
註
8
小
野
四
平
『
中
国
近
世
に
お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
一
章
「
馮
夢
龍
に
つ
い
て
」

（
17
）　

吉
川
幸
次
郎
「
中
国
小
説
の
地
位
」（『
中
國
散
文
論
』
所
収　

筑
摩
書
房　

1966
年
）

（
18
）　

前
掲
註
8
小
野
四
平
『
中
国
近
世
に
お
け
る
短
篇
白
話
小
説
の
研
究
』
第
一
章
「
馮
夢
龍
に
つ
い
て
」

（
19
）　

磯
部
彰
「
明
末
に
お
け
る
『
西
遊
記
』
の
主
体
的
受
容
層
に
関
す
る
研
究

―
明
代
「
古
典
的
白
話
小
説
」
の
読
者
層
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

―
」
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（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
12
号　

1987

年
）。

（
20
）　

前
掲
註
17
「
中
国
小
説
の
地
位
」。

（
21
）　

前
野
直
彬
編
『
中
国
文
学
史
』
第
七
章
・
小
説
（
東
京
大
学
出
版
会　

1975

年
）。

（
22
）　

前
掲
註
12
戸
倉
英
美
「「
三
言
」
対
偶
構
成
の
意
味
」。

（
23
）　

大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文
化
』
第
二
章
「
明
末
江
南
に
お
け
る
出
版
業
隆
盛
の
背
景
」（
講
談
社　

1995

年
）。

（
24
）　
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
五
「
金
瓶
梅
」。
訳
は
大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文
化
』（
講
談
社　

1995

年
）
に
よ
る
も
の
。

（
25
）　

大
木
康
「
明
末
に
お
け
る
白
話
小
説
の
作
者
と
読
者
に
つ
い
て

―
磯
部
彰
氏
の
所
説
に
寄
せ
て
」（
明
代
史
研
究
第
12
号　

1984

年
）。

使
用
テ
キ
ス
ト

『
喩
世
明
言
』　�

許
振
陽
校
註
。　

人
民
文
学
出
版
社1958

年
に
刊
行
し
た
『
古
今
小
説
』
の1987

年
再
版
。
前
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、

内
閣
文
庫
蔵
明
天
許
斎
刻
本
を
底
本
と
し
『
清
平
山
堂
話
本
』
と
『
古
今
奇
観
』
を
参
考
に
し
た
も
の
。

『
警
世
通
言
』　�

厳
敦
易
校
註　

人
民
文
学
出
版
社1956

年
刊
行
、1984

年
再
版
。
前
言
に
よ
る
と
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
内
閣
文
庫
蔵
兼
善
堂
本
に
よ
っ

た
世
界
文
庫
本
を
底
本
と
し
三
桂
堂
本
を
参
考
に
し
た
も
の
。

『
醒
世
恒
言
』　�

顧
学
頡
校
註　

人
民
文
学
出
版
社1956

年
刊
行
、1987

年
再
版
。
前
言
に
よ
る
と
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
内
閣
文
庫
蔵
明
の
葉
敬
池

刻
本
に
よ
っ
た
世
界
文
庫
本
を
底
本
に
し
衍
慶
堂
本
と
『
古
今
奇
観
』
を
参
考
に
し
た
も
の
。


