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「
牡
丹
灯
記
」
考

Ⅰ
そ
の
本
邦
受
容
に
先
立
っ
て
　
－

本
稿
は
「
牡
丹
灯
記
の
受
容
の
系
譜
H
・
目
・
臼
」
（
本
紀
要
4
2
・
4
3
・

4
4
号
）
お
よ
び
「
怪
談
牡
丹
灯
籠
」
（
ア
・
ウ
エ
ル
ポ
ウ
　
3
0
号
）
　
に
先
立

つ
も
の
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
記
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
の
選
佑
の
作
『
努
灯
新
話
』
　
（
以

下
単
に
　
『
新
語
』
　
と
い
う
）
　
の
一
篇
で
あ
る
。

そ
の
　
『
新
語
』
を
「
東
洋
の
古
典
の
世
界
の
空
に
か
が
や
い
て
い
る
あ
や

（注1）

し
く
う
つ
く
し
い
l
額
の
星
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
は
、
村
上
知
行
氏
で
あ

る
が
そ
の
村
上
氏
は
、
そ
こ
で
田
汝
成
の
　
『
西
湖
遊
覧
志
余
』
　
の
　
『
新
話
』

の
評
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
訳
し
て
紹
介
し
て
い
た
。

関
情
を
粉
飾
し
冥
報
に
仮
託
す
、
は
な
し
は
妖
寛
で
あ
っ
て
た
わ
む
れ
の
筆
の

す
さ
び
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
そ
の
中
に
お
し
え
が
あ
り
採
る
べ
き
と
こ
ろ
が

ある。

と
、
つ
ま
り
は
『
新
話
』
が
幾
情
文
学
で
あ
り
冥
府
文
学
で
あ
り
な
が
ら

「
勧
百
諷
l
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
教
戒
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
う

の
で
あ
る
。
村
上
氏
は
そ
こ
を
余
り
評
価
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
新

話
』
が
単
に
男
女
の
艶
情
や
冥
府
の
妖
し
い
物
語
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い

太
刀
川

う
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

『
西
湖
遊
覧
志
余
』
が
そ
う
言
う
の
も
作
者
の
巷
佑
自
身
が
『
新
話
』
　
の

序
で
「
余
が
此
ノ
編
、
世
教
民
穿
二
於
テ
之
ヲ
補
ヒ
ア
ル
コ
ト
莫
シ
ト
錐
そ
、

善
ヲ
勧
メ
悪
ヲ
懲
シ
、
窮
ス
ル
ヲ
嘉
シ
ミ
屈
ス
ル
ヲ
悼
ム
コ
ト
ハ
、
其
レ
亦

言
7
着
罪
無
ク
聞
ク
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
戎
ム
ル
ニ
足
ル
ノ
l
義
二
庶
カ
ラ
ン
」

（
原
漢
文
、
以
下
訓
み
下
し
て
記
す
）
と
赦
し
、
友
人
ノ
呉
桂
も
序
で
「
其

レ
則
チ
子
氏
之
寓
言
ナ
リ
」
と
、
ま
た
夢
雲
翰
も
「
是
ノ
編
ハ
稗
官
之
流
卜

錐
モ
、
而
モ
善
ヲ
勧
メ
悪
ヲ
慾
シ
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
豊
戒
ヲ
存
ス
」
と
叙
す

あ
た
り
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
と
田
汝
成
な
ら
ず
と
も

『
新
話
』
　
に
は
教
舐
諷
世
の
意
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ら
ば
、

『
新
話
』
　
の
二
〇
篇
の
奈
辺
に
そ
れ
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

ま
ず
は
当
面
の
「
牡
丹
灯
記
」
　
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

「
牡
丹
灯
記
」
は
い
わ
ゆ
る
幽
冥
交
姫
の
物
語
で
あ
る
。
物
語
は
展
開
の

上
で
二
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
喬
生
と
い
う
男
が
妻
を
亡
く
し
て
や
も
め
暮

し
の
佗
び
し
さ
か
ら
、
元
宵
に
知
っ
た
震
卿
と
い
う
女
に
押
れ
親
し
む
。
し

か
し
こ
れ
が
幽
鬼
で
あ
る
と
知
っ
て
避
け
た
喬
生
の
薄
情
を
怨
ん
だ
麗
卿
の
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怨
念
に
よ
っ
て
と
り
殺
さ
れ
る
。
こ
れ
が
前
半
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
曇
り
空

の
昼
。
月
の
か
げ
っ
た
夜
に
は
、
牡
丹
灯
を
挑
げ
た
侍
女
金
蓮
に
前
導
さ
れ

た
喬
生
と
麗
卿
の
姿
が
巷
で
見
か
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
行
き
会
う
者
は
重

病
に
羅
る
。
恐
れ
た
人
々
は
鉄
冠
道
人
に
幽
鬼
の
調
伏
を
哀
訴
す
る
。
そ
の

結
果
三
者
は
地
獄
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
物
語
の
後
半
で
あ

る。

つ
ま
り
物
語
の
前
半
は
発
情
物
語
（
恋
愛
物
語
）
　
で
あ
り
後
半
は
地
獄
物

語
（
冥
府
物
語
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
件
の
「
勧
苫
諷
二
が
「
牡
丹
灯

記
」
に
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
後
半
の
冥
府
物
語
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
後
半
の
圧
巻
は
道
人
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
喬
生
、
震
卿
、

金
蓮
の
三
者
の
供
述
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
道
人
の
判
詞
で
あ
る
。
供
述

は
ま
ず
喬
生
で
あ
る
。
妻
を
失
い
や
も
め
暮
し
か
ら
孔
子
の
色
に
在
り
の
戒

め
を
忘
れ
て
、
女
に
狩
れ
親
し
ん
だ
こ
と
を
「
事
既
二
追
フ
コ
ト
莫
シ
悔
ト

モ
将
夕
葵
力
及
バ
ソ
」
と
、
悔
ん
で
も
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
反
省
す
る
。

冤
卿
も
、
若
く
し
て
世
を
去
り
、
身
は
朽
ち
て
も
霊
は
滅
び
な
い
。
そ
の
た

め
五
百
年
の
歓
喜
冤
家
は
人
の
語
り
草
に
な
っ
て
し
ま
い
「
迷
ヒ
ヲ
返
ル
ヲ

知
ラ
ズ
安
ゾ
逃
ル
べ
キ
」
と
、
今
更
に
罪
を
逃
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
と
後

悔
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
金
蓮
の
供
述
に
は
反
省
も
な
け
れ
ば
後
悔
も

な
い
。
本
来
竹
を
骨
と
し
て
色
紙
を
も
っ
て
貼
り
な
し
た
人
形
で
あ
る
が
、

顔
も
鉢
も
人
に
似
て
名
前
ま
で
あ
る
。
人
の
像
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
は
、

敢
て
妖
を
な
さ
ず
と
も
人
の
ご
と
く
行
動
す
る
怪
異
を
示
し
て
も
よ
い
で
は

な
い
か
。
「
精
霊
之
異
二
乏
シ
カ
ル
べ
キ
困
テ
計
ヲ
得
ク
リ
、
敢
テ
妖
ヲ
ナ

サ
ソ
ヤ
』
と
、
自
ら
の
精
霊
と
し
て
の
存
在
を
譲
ろ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
は

喬
生
、
麗
卿
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
道
人
の
判
詞
は
「
秀
家
ノ
子
生
キ
テ
猶
ヲ
倍
ラ
ズ
死
ス
ト

モ
何
ゾ
他
マ
ソ
、
符
氏
ノ
女
（
震
卿
）
死
シ
テ
尚
ヲ
貪
姪
生
卜
知
リ
ヌ
べ

シ
」
と
、
喬
生
の
淫
欲
も
震
卿
の
淫
逸
も
殊
更
に
弾
劾
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
淫
行
を
戒
め
る
だ
け
で
は
果
た
し
て
教
戒
と
な
り
、
諷
世

の
対
象
に
な
り
得
よ
う
か
。
そ
れ
が
可
能
な
ら
世
の
難
情
文
学
の
多
く
が
そ

れ
に
類
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
は
さ
し
て
意
味
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

な
ら
ば
こ
と
は
金
蓮
に
係
わ
る
こ
と
に
な
る
。

道
人
は
金
蓮
の
供
述
に
対
し
て
「
況
シ
ャ
金
蓮
ガ
怪
誕
盟
器
ヲ
仮
リ
テ
以

テ
矯
誕
シ
世
ヲ
惑
シ
民
ヲ
謎
テ
粂
二
達
ヒ
法
ヲ
犯
ス
」
と
そ
の
判
詞
は
手
厳

し
い
。
金
蓮
の
ご
と
き
も
の
が
盟
器
を
仮
り
て
世
を
惑
し
民
を
誕
す
の
は
条

理
を
逸
脱
し
て
違
法
も
甚
し
い
と
、
痛
烈
に
批
判
し
弾
劾
す
る
の
で
あ
る
。

（注2）

か
つ
て
近
藤
春
雄
氏
は
、
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
l
篇
を
『
新
話
』
　
の
他
の
発
情

物
語
と
比
較
し
て
異
色
あ
る
も
の
と
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
種
の
物
語
は
本
来

団
円
に
終
わ
る
は
ず
の
も
の
で
、
喬
生
が
貰
卿
の
棺
の
中
で
死
ぬ
の
は
ま
さ

に
愛
情
の
達
成
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
仲
よ
く
手
を
携
い
て
歩
く
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
あ
と
道
人
を
登
場
さ
せ
て
そ
れ
を
邪
悪

な
も
の
、
人
を
害
す
る
も
の
と
し
て
九
幽
の
獄
に
お
し
こ
め
て
し
ま
っ
た
と

い
う
と
こ
ろ
が
他
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
本
来
艶

情
物
語
で
あ
る
べ
き
も
の
を
一
挙
に
邪
悪
糾
弾
の
物
語
に
変
え
て
し
ま
っ
た

と
言
う
の
で
あ
る
。
近
藤
氏
は
そ
の
異
色
性
を
震
卿
の
存
在
に
委
ね
て
、
こ

れ
を
邪
穣
な
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
教
戒
の
意
を
も
と
め
た
が
、
先
述
の
こ

と
か
ら
金
蓮
こ
そ
糾
弾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
諷
世
の
対
象
と
な
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
「
牡
丹
灯
記
」
で
は
金
蓮
の
存
在
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

二

（注3）

「
金
蓮
」
と
は
別
に
纏
足
の
美
称
で
あ
る
。
「
金
蓮
歩
」
と
云
っ
て
美
人
の

艶
麗
な
歩
み
を
形
容
す
る
語
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
以
て
名
付
け
ら
れ
た
こ
の

Y
嚢
の
少
女
が
果
た
す
「
牡
丹
灯
記
」
で
の
役
割
と
は
、
ま
ず
、

十
五
夜
三
更
尽
テ
送
入
漸
ク
稀
ナ
リ
一
Y
蛋
ヲ
見
ル
双
頭
ノ
牡
丹
灯
ヲ
挑
ゲ
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テ
前
導
ス
一
美
人
後
二
随
フ

と
、
金
蓬
は
牡
丹
灯
を
挑
げ
て
寛
刑
を
前
導
し
て
喬
生
と
遊
返
さ
せ
て
、
二

人
を
逢
う
瀬
へ
と
導
く
。
そ
の
金
蓮
は
「
妾
ガ
一
身
遂
二
金
蓮
卜
湖
西
二
億

居
ス
ル
」
と
、
い
つ
も
麗
卿
と
共
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ぎ
に
喬
生
は
そ
の
湖
西
に
震
卿
を
訪
ね
る
が
居
所
が
わ
か
ら
ず
、
そ
の

帰
途
湖
心
寺
で
麗
卿
の
旅
概
を
見
つ
け
て
驚
く
が
、
こ
ゝ
で
は
そ
れ
よ
り
背

中
に
金
蓮
と
あ
る
盟
器
碑
子
を
見
た
喬
生
の
恐
催
こ
そ
が
重
大
で
、
こ
れ
に

は
双
頭
牡
丹
灯
も
付
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

廊
ノ
尽
ル
処
一
暗
室
ヲ
得
　
則
チ
旅
槻
有
り
　
白
紙
其
ノ
上
二
題
シ
テ
日
ク

故
ノ
奉
化
符
州
判
女
寛
刑
之
柩
　
柩
前
二
司
矧
丹
畑
ヲ
懸
ケ
灯
下
ニ
」

風
樹
矧
刊
立
ツ
　
背
上
l
二
l
字
有
り
金
蓮
卜
日
フ
　
生
之
ヲ
見
テ
毛
髪
大
二
尽

り
竪
ケ
寒
粟
体
三
遷
シ

と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
一
双
頭
牡
丹
灯
」
と
「
一
盟
券
稗
子
」
　
の
取
り

合
わ
せ
こ
そ
、
物
語
の
怪
談
と
し
て
の
重
要
な
趣
向
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

諷
世
の
対
象
た
る
金
蓮
と
の
係
わ
り
の
上
で
大
切
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

つ
ぎ
は
喬
生
が
衣
繍
橋
の
友
人
を
訪
ね
た
帰
途
、
湖
心
寺
の
門
前
を
通
っ

た
と
こ
ろ
を
「
娘
子
久
シ
ク
待
ツ
何
ゾ
一
向
薄
情
是
ノ
如
ク
ナ
ル
」
と
、
喬

生
を
寺
中
に
引
き
入
れ
る
の
も
金
蓮
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
「
雲
陰
ノ

昼
月
島
ノ
宵
在
住
二
生
卜
女
卜
手
ヲ
携
テ
同
ジ
ク
行
キ
　
l
 
Y
宴
双
頭
ノ
牡

丹
灯
ヲ
挑
ゲ
テ
前
導
ス
ル
」
。
か
く
し
て
人
々
に
禍
を
与
え
る
、
そ
れ
を
前

導
す
る
の
が
双
頭
牡
丹
灯
を
挑
げ
た
金
蓮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と

「
牡
丹
灯
記
」
　
の
怪
事
の
す
べ
て
は
金
蓮
の
誘
導
す
る
も
の
と
な
り
。
こ
の

「
精
霊
之
異
二
乏
シ
カ
ル
べ
キ
」
と
主
張
す
る
金
蓮
の
存
在
こ
そ
、
道
人
の

「
世
ヲ
惑
シ
民
ヲ
誕
ス
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
な
ぜ
盟
器
婦
子
の
金
蓮
が
「
世
ヲ
惑
シ
民
的
誕
ス
」
も
の
で
あ
る
の
か
。

（注4）

「
牡
丹
灯
記
」
が
津
詞
妖
廟
信
仰
と
関
係
あ
ろ
う
と
す
る
高
田
衛
氏
の
所
説

は
こ
こ
で
は
示
酸
的
で
あ
る
。
高
田
氏
は
こ
う
言
う
。

私
た
ち
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
だ
が
、
十
五
～
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
新

江
省
一
帯
で
は
民
間
巫
親
の
徒
が
各
地
の
両
廟
を
拠
点
と
し
て
か
な
り
広
く
は

び
こ
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
彼
等
の
民
俗
信
仰
の
根
拠
と
な
っ
た
の
ほ
、

「
都
県
志
し
（
特
に
「
康
願
都
県
志
し
）
に
よ
れ
ば
、
各
地
の
両
廟
の
「
妖
像
」

「
木
隅
」
「
土
偶
」
　
に
対
す
る
俗
信
の
類
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
女
性
を
中
心
に
、

風
俗
壊
乱
に
結
び
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
し
、
疫
病
流
行
の
理
由
づ
け
に
な
る

こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
牡
丹
灯
記
」
の
話
の
中
心
は
実
は
金
蓮
と
名
づ
け
ら
れ
て
生
命
あ
る
存
在

と
な
っ
た
「
冥
器
妹
子
」
（
侍
女
の
人
形
、
死
者
へ
の
副
葬
品
）
　
の
怪
異
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
五
～
十
七
世
紀
の
明
州
付
近
の
「
準
爾
妖
廟
」
信

仰
と
た
だ
ち
に
関
連
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

「
（
康
願
）
都
県
志
」
巻
九
に
は
、
康
照
二
十
年
（
〓
ハ
八
l
）
頃
に
、
同
じ

明
州
で
「
牡
丹
灯
記
」
と
同
様
な
事
件
が
発
生
し
、
時
の
侯
守
が
「
四
廟
」
を

破
壊
し
た
記
事
が
あ
る
。
い
づ
れ
詳
し
く
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
患
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
か
ら
考
え
る
な
ら
「
牡
丹
灯
記
」
の

怪
談
は
た
ん
な
る
虚
軍
で
は
な
く
、
当
時
実
際
に
行
わ
れ
た
湖
心
寺
を
め
ぐ
る

一
風
説
を
そ
の
ま
ま
小
説
に
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
強
い
。

（注5）

高
田
氏
の
言
う
と
こ
ろ
に
従
っ
て
こ
れ
を
敷
街
す
れ
ば
、
沢
田
瑞
穂
氏
の

「
土
偶
通
姦
」
　
の
話
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
問
題
に
な
る
。
個
々
の
例
は
睦
え

る
が
偶
像
は
た
と
え
そ
れ
が
生
命
の
な
い
木
石
土
偶
で
あ
っ
て
も
、
人
の
姿

に
似
せ
て
作
ら
れ
る
な
ら
、
や
が
て
人
間
の
ご
と
く
行
動
し
、
つ
い
に
は
妖

異
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
金
蓮
の
「
面
目
磯
発
人

二
比
ス
ル
ニ
鉢
ヲ
具
へ
テ
徴
ナ
リ
　
既
二
名
字
之
称
ア
リ
テ
精
霊
之
異
乏
シ

カ
ル
べ
カ
ラ
ソ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寺
廟
叢
南
の
派
塑
女
神
や
壁
画

女
神
が
、
人
間
の
女
性
よ
ろ
し
く
男
に
通
い
準
行
を
働
く
場
合
、
あ
る
い
は

ま
た
男
神
の
偶
像
が
民
間
の
婦
女
子
に
通
う
話
も
多
く
残
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
事
態
を
冒
漬
す
れ
ば
災
禍
を
蒙
り
、
甚
し
き
は
死
に
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至
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ら
の
話
は
伝
え
て
い
る
。
沢
田
氏
は
ま

た
、
そ
の
神
威
の
俗
説
を
逆
用
し
て
密
通
を
重
ね
る
男
女
の
例
、
強
喝
を
働

く
例
な
ど
も
あ
げ
て
い
る
が
、
か
か
る
不
将
の
者
が
出
る
に
及
ん
で
ほ
、
世

に
広
ま
っ
て
風
俗
壊
乱
の
悪
弊
と
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か。

こ
と
は
死
者
に
副
葬
す
る
盟
器
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
牡
丹
灯
訃
」
の
原
型
と
思
打
れ
る
『
北
夢
墳
言
』
の
つ
ぎ
の
話
な
ど
、

盟
琴
好
子
の
悪
弊
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

唐
文
徳
中
。
京
官
張
。
忘
塞
名
。
高
蘇
台
。
子
弟
少
年
。
時
往
人
陸
評
事
院
。

往
来
為
l
美
人
所
悦
。
来
往
多
時
。
心
疑
之
。
尋
病
好
適
開
元
観
道
士
呉
守
元
。

云
有
不
祥
之
気
痩
以
一
符
。
果
一
盟
器
。
妹
子
背
憲
紅
英
。
在
空
合
柱
穴
中
。

困
焚
之
。
其
妖
乃
絶
聞
於
割
山
甫
。

こ
の
例
は
の
ち
に
『
太
平
広
記
し
巻
三
六
六
「
張
氏
子
」
と
し
て
引
く
と

（注6）

こ
ろ
で
も
あ
る
。
近
藤
氏
は
か
つ
て
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
原
拠
を
常
源
の
　
『
霊

鬼
恵
山
所
収
の
「
王
元
之
」
と
し
た
。
し
か
し
『
北
夢
項
言
』
　
の
こ
の
竃
は

よ
り
「
牡
丹
灯
記
」
に
近
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
男
は
美
女
に
逢
う
こ
と
で

痩
せ
衰
え
て
行
く
。
道
士
に
「
不
祥
之
気
」
あ
り
と
戒
め
ら
れ
て
符
を
授
け

ら
れ
る
。
「
紅
英
」
と
名
付
け
ら
れ
た
盟
器
碑
子
。
そ
し
て
そ
れ
を
焼
毀
す

る
こ
と
で
男
は
禍
を
覚
れ
た
。
麗
卿
と
い
う
亡
女
の
存
在
を
考
え
な
け
れ
ば
、

大
凡
は
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
構
想
と
一
致
す
る
。
「
不
祥
之
気
」
は
「
牡
丹
灯

記
」
に
就
け
ば
、
隣
家
の
翁
が
喬
生
に
言
う
「
噂
子
禍
ア
ラ
ソ
人
ハ
乃
チ
至

盛
之
純
陽
、
鬼
ハ
乃
チ
幽
陰
之
邪
磯
、
令
子
幽
陰
之
魅
卜
同
ジ
ク
イ
テ
知
ラ

ズ
、
邪
穣
之
物
卜
共
二
宿
シ
テ
悟
ラ
ズ
、
一
旦
其
元
耗
尽
シ
火
青
来
臨
セ
ソ

措
カ
ナ
青
春
之
年
テ
以
テ
遮
二
葉
壌
之
客
ト
ナ
ラ
ソ
ヤ
」
と
な
っ
て
「
幽
陰

之
邪
磯
」
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
幽
婿
に
誘
う
の
も
盟
器
の
所
為
で
あ
っ
た

こ
と
を
『
北
夢
墳
言
』
　
の
こ
の
話
は
伝
え
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
盟
器
こ
そ
「
況
ソ
ヤ
金
蓮
之
怪
誕
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
諷
世
の
拠
り
ど
の
ろ
も
こ
の
盟
器
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
罫
世
を
も
っ
て
「
時
を
済
ふ
」
は
ず
の
『
新
話
』
が
、

怪
異
に
仮
託
し
た
事
実
無
根
の
話
、
人
心
を
惑
乱
す
る
も
の
で
あ
る
と
禁
書

に
な
る
と
い
う
の
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
日
の
こ
と
で

（注7）

あ
る
。

四
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
諷
世
の
在
り
ど
こ
ろ
を
盟
器
稗
子
の
金
蓮
に
託
す
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
「
双
頭
牡
丹
灯
」
と
の
係
わ
り
が
気
に
な
る
。

こ
の
両
者
の
と
り
合
わ
せ
が
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た

こ
と
は
前
述
し
た
が
、
就
中
「
双
頭
牡
丹
灯
」
は
「
盟
器
神
子
」
を
前
導
・

（注8）

誘
導
す
る
存
在
と
し
て
意
味
が
あ
る
。
近
藤
氏
は
『
新
語
』
所
収
の
物
語
の

題
名
の
「
記
」
「
録
」
「
志
」
「
伝
」
　
の
四
種
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
記
」
で
は

人
よ
り
話
そ
の
も
の
に
関
心
が
あ
り
、
寄
異
な
事
柄
そ
の
も
の
が
興
味
の
中

心
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
る
と
「
牡
丹
灯
記
」
は
「
双
頭
牡
丹
灯
」
に
ま
つ

わ
る
怪
事
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
「
牡
丹
灯
記
」
　
で
牡

丹
灯
が
出
る
の
は
つ
ぎ
の
五
ヶ
所
で
あ
る
。

Ⅲ
一
Y
宴
ヲ
見
ル
　
測
園
パ
組
丹
灯
ヲ
挑
ゲ
テ
前
導
ス
一
葉
人
後
二
随
り

倒
即
チ
Y
葺
ヲ
呼
ビ
テ
日
ク
　
金
蓮
畑
ヲ
挑
ゲ
テ
同
ジ
ク
往
ク
べ
シ
　
是
二
於

ヲ
金
蓬
復
夕
回
ル

制
柩
ノ
前
1
二
男
刷
叫
m
m
相
ヲ
懸
ケ
　
灯
下
三
盟
器
稗
子
ヲ
立
ツ
　
背
上

三
一
字
有
り
金
蓮
卜
日
ク

囲
是
ノ
後
雲
陰
之
昼
月
黒
之
宵
　
往
々
二
生
下
女
卜
手
ヲ
携
ヒ
テ
同
ジ
ク
行
キ

一
Y
蛮
測
執
刀
咄
丹
畑
ヲ
挑
ゲ
テ
前
導
ス
ル
　
之
二
遇
7
着
ス
ナ
ハ
チ
重
疾

ヲ
待

㈲
測
矧
剖
灯
ヲ
焼
毀
シ
　
九
幽
之
鉄
工
押
赴
ス

金
蓮
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
怪
異
の
主
役
を
演
じ
て
い
る
な
ら
そ
の
金
蓮
の
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（『伽稗子』（寛文6）魂屋に掛けられた牡丹花の灯籠）　（『奇異雑誤』（貞享4）金蓬の挑げる灯籠）

（『夜窓鬼談』（明治22）飯島氏の稗の携える牡丹花の灯寵）

（『阿国町前化粧鏡（文化6）牡丹の灯籠）
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あ
る
と
こ
ろ
必
ず
あ
り
、
し
か
も
そ
の
金
蓮
を
前
導
誘
導
し
て
い
る
こ
と
が
、

右
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
殊
に
佃
で
「
金
蓮
灯
ヲ
挑
ゲ
テ
同
ク
ク
往
ク
ベ

シ
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
が
金
蓮
と
共
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
金
蓮
の
怪
異

の
何
ご
と
か
に
「
双
頭
ノ
牡
丹
灯
」
が
係
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
か
ら
道
人
は
禍
を
避
け
る
た
め
に
物
語
は
最
後
で
こ
れ
を
も
焼
毀
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
寡
聞
に
し
て
「
牡
丹
灯
」
　
の
説
明
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
も
「
双

頭
牡
丹
灯
」
　
で
あ
る
が
、
古
く
は
　
『
奇
異
雑
誤
』
　
で
あ
る
。

牡
丹
灯
記
　
牡
丹
の
枝
の
さ
き
に
花
二
つ
あ
ひ
な
ら
ぶ
か
た
ち
を
灯
寵
に
は
る

な
り
　
是
を
双
頭
の
牡
丹
灯
と
い
ふ
な
り

と
、
ま
た
『
奇
異
雑
談
』
　
の
先
朕
か
と
思
わ
れ
る
『
漢
和
着
実
』
　
に
は
「
牡

丹
ノ
枝
ノ
頭
二
花
ニ
ッ
相
空
ピ
タ
ル
形
ヲ
灯
籠
ニ
ハ
リ
タ
ル
也
」
と
同
趣
の

説
明
が
あ
り
、
つ
い
で
『
霊
怪
事
』
　
（
慶
安
元
年
、
〓
ハ
四
八
こ
ろ
成
）
　
に

は、

双
頭
の
牡
丹
灯
と
て
花
の
か
た
ち
に
つ
く
り
た
る
と
う
ろ

と
簡
略
に
な
り
　
都
案
作
の
　
『
伽
稗
子
』
　
（
寛
文
六
年
）
　
で
は
「
美
し
き
牡

丹
の
灯
籠
」
と
い
う
だ
け
で
挿
絵
に
は
そ
れ
ら
し
き
形
は
残
り
な
が
ら
「
双

頭
」
　
の
語
義
は
み
え
な
い
。

挿
絵
で
見
る
か
ぎ
り
特
定
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
『
春
渚
紀
聞
』
　
に
は
、

一
つ
の
帯
に
二
輪
の
花
を
つ
け
た
双
頭
牡
丹
一
枝
を
記
し
、
『
洛
陽
牡
丹
記
』

に
は
、
牡
丹
の
一
種
の
双
頭
紅
、
双
頭
紫
を
説
明
し
て
、
コ
l
花
皆
並
帝
両

生
如
鞍
子
　
而
不
相
連
属
者
也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
奇
異
雑
誤
』
や

『
漢
和
希
夷
』
　
の
説
明
は
灯
寵
を
帝
に
あ
し
ら
っ
て
、
こ
れ
に
二
輪
の
花
を

並
べ
つ
け
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
伽
稗
子
」
以
後
の
挿
絵
も
大

方
さ
れ
た
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
前
頁
の
挿
絵
を
参
照
）

と
こ
ろ
で
　
『
春
躇
紀
聞
』
　
で
も
『
洛
陽
牡
丹
記
』
　
で
も
「
双
頭
牡
丹
花
」

は
奇
異
な
る
も
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
無
気
味
さ
が
漂
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
仮
り
に
「
双
顕
」
　
の
字
義
を
問
題
に
す
れ
ば
、
の
ち
に
喬
生
の
供
述

に
あ
る
「
両
頭
蛇
」
と
関
係
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
こ
の
l
簾
の
中
で
使
用

す
る
「
双
頭
」
と
「
両
頭
」
の
特
殊
な
語
は
、
共
に
そ
れ
が
奇
異
不
膏
な
も

の
で
あ
る
だ
け
に
両
者
に
関
係
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。

「
両
頭
蛇
」
を
説
明
し
た
『
勢
灯
新
語
句
解
』
　
の
注
は
、

孫
叔
敷
児
ク
リ
シ
ト
キ
出
テ
道
で
、
両
頭
ノ
蛇
ヲ
見
テ
穀
シ
テ
之
ヲ
埋
ム
　
帰

リ
テ
泣
ク
、
母
其
故
ヲ
問
フ
　
対
へ
テ
日
ク
両
頭
ノ
蛇
ヲ
見
ル
老
ハ
死
ス
ト
、

常
二
之
ヲ
見
ル
、
恐
ク
ハ
母
ヲ
去
リ
テ
死
ヌ
ナ
リ
、
母
日
ク
蛇
今
イ
ズ
ク
ニ
カ

在
ル
　
日
ク
他
ノ
人
又
見
ル
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
殺
シ
テ
之
ヲ
埋
ム
　
母
日
ク
陰
徳

ノ
者
ハ
天
報
二
福
ヲ
以
テ
ス
致
死
ナ
ズ
、
長
ズ
ル
ニ
及
ビ
楚
ノ
相
ト
ナ
ル

こ
れ
を
「
双
頭
牡
丹
灯
」
に
転
用
す
れ
ば
、
そ
れ
を
見
る
者
は
必
ず
禍
あ
っ

て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
で
は
双
頭
牡
丹
灯
を
挑
げ
て
金
蓮
に

前
導
さ
れ
た
喬
生
、
麓
に
遇
う
者
は
必
ず
重
病
に
羅
る
と
い
う
の
も
こ
れ
に

付
合
す
る
。

す
る
と
災
禍
の
も
と
は
金
蓮
の
挑
げ
た
双
頭
牡
丹
灯
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
金
蓮
は
頭
上
に
南
蛮
を
作
っ
た
Y
髪
の
女
で
も
あ
っ
た
。

Y
葉
の
纏
足
の
女
に
因
ん
だ
金
蓮
と
、
そ
れ
が
挑
げ
る
双
頭
牡
丹
灯
の
妖
寛

に
し
て
不
善
な
取
り
合
わ
せ
こ
そ
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
孫

子
が
両
頭
蛇
を
殺
し
て
土
中
に
埋
め
た
よ
う
に
、
道
人
は
ま
た
双
頭
牡
丹
灯

を
焼
毀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
を
災
禍
か
ら
救
う
こ
と
が
出
来
た
と
い
う

物
語
の
結
末
も
見
方
に
よ
っ
て
は
付
合
す
る
。

か
く
し
て
牡
丹
灯
こ
そ
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
怪
異
の
実
体
あ
っ
た
。
そ
の
昔
、

「
牡
丹
灯
記
」
に
接
し
た
林
羅
山
が

鏡
明
嶺
下
有
喬
生
　
月
夜
相
逢
符
寛
卿

誰
道
牡
丹
不
成
事
　
元
来
精
鬼
在
灯
架

と
、
す
で
に
灯
契
す
な
わ
ち
「
双
頭
牡
丹
灯
」
こ
そ
そ
の
精
鬼
で
あ
る
と
詠

じ
て
い
た
の
は
蓋
し
羅
山
の
慧
眼
で
あ
っ
た
か
。
慶
長
五
年
（
l
六
〇
〇
）
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著
冠
十
八
才
の
羅
山
で
あ
っ
た
。

五
か
く
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
諷
世
を
金
蓮
に
託
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
無
気
味
な
怪
談
の
世
界
に
導
い
た
の
が
双
頭
牡
丹
灯
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
文
学
と
し
て
の
一
「
牡
丹
灯
記
」
は
唐
代
伝
奇

の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
の
ほ
確
か
で
あ
る
。
摩
佑
が
　
『
新
話
』
　
の
自
序
で

「
古
今
怪
奇
之
事
ヲ
以
テ
努
灯
録
ト
ナ
ス
」
と
言
っ
た
そ
の
「
古
今
怪
奇
之

事
」
と
は
、
呉
桂
の
「
勢
灯
新
話
引
」
（
洪
武
十
八
年
）
　
に
よ
る
と
「
其
ノ

辞
則
チ
伝
奇
之
流
」
す
な
わ
ち
唐
代
伝
奇
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
選
佑
は

明
ら
か
に
そ
の
あ
た
り
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

唐
代
伝
奇
の
主
役
が
六
朝
志
怪
の
神
仙
鬼
怪
に
と
っ
て
変
わ
り
才
子
佳
人

（9）

と
な
っ
た
こ
と
は
た
と
え
ば
前
野
直
彬
氏
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
牡

丹
灯
記
」
　
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
も
そ
こ
で
あ
っ
た
。
「
牡
丹
灯
記
」
の
原
拠

が
常
源
の
　
『
霊
鬼
志
』
所
収
の
「
王
元
之
」
よ
り
も
、
『
北
夢
墳
言
』
　
の
件

の
話
が
よ
り
近
い
こ
と
は
先
述
し
た
。
『
北
夢
壌
言
』
　
の
盟
器
碑
子
紅
英
に

か
え
て
震
卿
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
侍
す
金
蓮
と
に
す
る
こ
と
で
唐
代
伝
奇
の

才
子
佳
人
の
物
語
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
構
想
が
大
凡
l
致
し
て
も
『
北
夢
壌
言
』
　
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
重

要
な
趣
向
が
「
牡
丹
灯
記
」
に
は
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
男
が
骸
骨
の
女

と
狩
れ
親
し
む
軟
派
の
場
を
、
隣
の
老
人
が
目
撃
す
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ

は
二
度
と
女
に
近
づ
い
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
法
師
の
戒
め
を
破
っ
た
こ
と

か
ら
、
男
は
女
の
棺
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
死
を
遂
げ
る
こ
と
、
こ
の
鬼
気

迫
る
二
つ
の
場
面
が
　
『
北
夢
壌
言
』
　
に
は
な
い
。
亡
者
が
旅
磯
の
ま
ま
に
置

き
去
り
に
さ
れ
て
成
仏
も
出
来
ず
、
人
を
も
と
め
て
さ
ま
よ
い
歩
く
女
の
魂

晩
が
漸
く
男
を
得
て
し
ば
ら
く
の
や
す
ら
ぎ
を
得
た
も
の
の
、
や
が
て
男
妃

裏
切
ら
れ
る
。
そ
の
男
正
対
す
る
女
の
恵
り
と
怨
み
が
殺
害
に
ま
で
及
ぶ
怖

し
さ
が
「
牡
丹
灯
記
」
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
趣
向
こ
そ

怪
談
と
し
て
の
最
高
調
の
場
面
を
作
り
あ
げ
た
だ
け
で
は
な
く
、
唐
代
伝
奇

の
単
純
な
話
が
、
複
雑
な
女
の
情
念
を
秘
め
た
陰
湿
な
鬼
気
迫
る
物
語
に
変

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
怪
談
文
学
と
し
て
の
成

功
が
あ
り
、
新
し
い
魅
力
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
唐
代
伝
奇
に
拠
り
な
が
ら
も
「
牡
丹
灯
記
」
は
明
ら
か
に
選
佑
の

創
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
攫
佑
そ
の
人
の
面
か
げ
が
こ
こ
に
投
影

し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
新
語
』
　
に
は
付
録
と
し
て
「
秋
香
亭
記
」
と
名
づ
け

る
二
第
が
あ
る
。
こ
れ
が
笹
佑
の
自
叙
伝
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
言

う
の
は
、
同
郷
の
友
人
凌
雲
翰
の
序
文
で
あ
る
。

他
家
に
嫁
い
だ
幼
馴
み
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
後
も
ひ
そ
か
に
思
い
つ
づ

け
る
よ
う
な
ロ
マ
ソ
テ
ス
ト
の
「
秋
香
草
記
」
　
の
主
人
公
は
　
『
新
話
』
　
の
艶

情
物
語
を
読
む
と
き
、
あ
る
い
は
作
者
の
半
生
を
語
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
。
元
の
至
正
年
間
に
商
と
い
う
若
者

が
い
た
。
役
人
の
父
に
従
っ
て
蘇
州
の
烏
鵠
橋
に
寓
居
す
る
。
そ
の
隣
に
は

由
緒
あ
る
楊
家
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
商
の
家
と
は
縁
つ
づ
き
で
あ
っ
て
、
娘

の
采
々
は
商
と
は
ま
た
い
と
こ
の
幼
友
達
で
あ
っ
た
。
や
が
て
歳
月
は
流
れ

二
人
は
年
ご
ろ
の
若
者
と
娘
に
成
長
し
、
い
つ
し
か
思
い
思
わ
れ
つ
の
仲
と

な
っ
て
い
た
。

そ
の
年
も
商
の
家
の
秋
香
事
の
前
庭
に
は
桂
の
花
が
咲
い
た
。
采
々
ほ
商

へ
の
熱
い
思
い
を
碧
璃
筆
の
詩
に
託
し
て
贈
っ
た
。
商
も
そ
れ
に
応
え
て
互

に
心
の
内
を
確
め
合
う
の
で
あ
っ
た
。
折
り
し
も
高
郵
に
張
士
誠
の
兵
乱
が

起
こ
り
、
商
の
l
家
は
兵
乱
を
避
け
て
、
各
地
を
転
々
と
す
る
う
ち
、
采
々

の
一
家
も
金
陵
に
移
っ
て
行
っ
た
。
こ
う
し
て
十
年
の
時
が
過
ぎ
兵
乱
は
収

ま
り
、
平
和
の
時
代
と
な
っ
た
が
、
采
々
は
す
で
に
他
家
に
妹
し
て
子
ま
で

な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
采
々
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
商
は
髪
飾
り
と

綿
紅
を
老
僕
に
託
し
、
そ
れ
と
な
く
采
々
の
気
拝
を
探
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
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「
牡
丹
灯
記
」
　
の
喬
生
は
勿
論
こ
の
商
で
も
な
け
れ
ば
摩
佑
で
も
な
い
。

し
か
し
麗
胸
の
と
り
こ
に
な
る
ロ
マ
ソ
チ
ス
ト
の
喬
生
や
こ
の
商
は
選
佑
を

措
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
攫
佑
は
字
を
宗
膏
、
存
斉
と
号
し
た
。
元
未
明
初
（
一
三
四
l
～
l

四
二
七
）
漸
江
省
銭
頻
の
人
、
「
秋
有
事
記
」
　
の
張
士
誠
の
乱
は
彼
の
少
年

時
代
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て
学
識
に
秀
で
、
有
名
な
詩
人
楊
鉄
崖
に
認
め
ら

れ
る
な
ど
詩
文
の
才
は
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
官
途
に
は
さ
ほ
ど
恵
ま
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
洪
武
年
間
に
は
臨
安
そ
の
他
の
学
官
に
な
り
、

永
楽
（
一
四
〇
二
～
）
　
の
初
め
に
は
周
王
府
の
長
更
に
ま
で
な
っ
た
が
、
そ

れ
も
束
の
間
の
こ
と
、
同
六
年
二
四
〇
八
）
　
に
は
詩
禍
を
蒙
り
罪
に
問
わ

れ
て
遠
く
駅
西
省
の
保
安
に
十
八
年
も
の
長
い
流
請
の
憂
目
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
夙
二
志
ノ
乗
達
ヲ
念
ヒ
　
旧
学
ノ
荒
廃
ヲ
憐

ミ
空
二
幸
シ
　
黙
坐
シ
テ
之
ヲ
長
大
息
ニ
ハ
ス
」
と
叙
す
『
新
語
』
　
の
後
序

に
は
笹
佑
の
憂
想
境
港
を
伝
え
て
余
り
あ
る
。
詩
禍
は
激
し
く
時
勢
を
諷
し

（注10）

た
詩
を
作
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
村
上
氏
は
言
う
。
笹
佑
の

よ
う
な
ロ
マ
ソ
チ
ス
ト
に
は
時
と
し
て
時
勢
に
激
し
い
憤
り
を
禁
じ
得
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
に
就
け
ば
、
前
半
の
あ
え
か
な
髭
情
物
語
と
後

半
の
冷
徹
な
冥
府
物
語
の
世
界
は
あ
ま
り
に
も
懸
隔
が
あ
り
す
ぎ
る
。
そ
こ

に
何
か
し
ら
選
佑
の
前
半
生
の
ロ
マ
ソ
と
、
そ
の
後
半
生
の
厳
し
い
現
実
が

努
窯
と
す
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
麗
卿
の
中
に
或
い
は
采
々
の
幻
影
を
追
っ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

六
『
新
語
』
　
は
も
と
は
『
勢
灯
録
』
と
題
し
た
四
〇
巻
（
前
・
後
・
続
・
別
各

十
巻
）
　
の
大
部
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
選
佑
の
保
安
流
請
の
頃
に
は
す
で
に

大
方
は
散
供
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
肝
江
の
胡
子
昂
が
萄
（
四
川

省
）
　
の
蒲
江
の
伊
に
な
っ
て
赴
任
し
た
時
、
た
ま
た
ま
書
記
の
田
以
和
の
許

で
そ
の
う
ち
の
四
巻
を
謄
す
機
会
が
あ
っ
た
。
胡
子
昂
は
公
務
の
傍
、
保
安

の
選
佑
を
訪
ね
、
こ
れ
を
示
し
て
校
訂
を
乞
う
た
の
で
あ
る
。
笹
佑
は
す
で

に
七
十
五
才
、
旧
稿
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
の
老
疫
は
、
そ
の
若
き
日
を

追
憶
し
て
、
懐
い
を
政
文
に
鼓
す
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
『
新
語
』
　
の
諸
篇
は
い
ま
を
去
る
四
十
四
年
、
明
の
太
祖
の
洪

武
十
一
年
二
三
七
八
）
　
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
自
分
も

ま
だ
若
く
精
力
的
で
あ
っ
た
の
で
、
見
さ
か
え
も
な
く
ど
ん
ど
ん
書
き
進
め

て
行
っ
た
も
の
だ
と
、
過
ぎ
し
日
を
感
慨
深
く
語
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
朝
子
昂
に
よ
っ
て
危
く
散
供
を
免
れ
た
『
勢
灯
録
』
　
の
一
部
は
、

数
寄
な
運
命
を
た
ど
り
な
が
ら
『
勢
灯
新
話
』
と
な
っ
て
再
び
世
に
出
る
こ

と
に
な
る
。
永
楽
十
九
年
（
一
四
二
こ
　
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
正
統

七
年
（
一
四
四
l
）
　
『
新
語
』
　
は
怪
異
に
仮
託
し
た
事
実
無
根
の
話
、
そ
れ

が
人
心
を
惑
乱
す
る
と
し
て
禁
書
処
分
と
な
り
、
爾
来
嘉
靖
年
間
二
五
二

二
～
一
五
六
六
）
　
の
初
め
漸
く
法
禁
が
緩
ん
だ
こ
と
で
復
刊
さ
れ
て
、
い
く

つ
か
の
刊
本
が
世
に
出
る
こ
と
に
な
る
。

本
邦
へ
の
渡
来
は
、
そ
の
嘉
清
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
沢
田
瑞
穂

（注11）

氏
に
よ
れ
ば
五
山
の
禅
僧
の
策
彦
周
良
の
入
明
記
『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』
　
の

天
文
九
年
二
五
四
〇
）
十
月
十
五
日
に
『
勢
灯
新
話
』
お
よ
び
『
努
灯
余

話
』
を
寧
波
で
購
っ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
。
す
る
と
こ
の
策
彦
は
翌

年
帰
朝
し
た
か
ら
、
そ
の
際
に
　
『
新
話
』
を
携
い
帰
っ
た
こ
と
に
で
も
な
ろ

う
か
。
そ
れ
が
五
山
の
禅
林
で
翫
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
も
五
山
の
禅
僧
周

鱗
が
文
明
十
四
年
二
四
八
二
）
秋
、
『
新
話
』
　
の
二
二
扁
を
読
ん
で
の
「
読

鑑
湖
夜
冷
記
」
の
l
詩
が
『
翰
林
萌
芦
集
』
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
新
渡
の

『
新
話
』
は
ま
ず
五
山
の
禅
僧
た
ち
の
中
で
翫
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
　
『
全
訳
努
灯
新
語
』
（
昭
2
9
・
中
央
公
論
社
）
　
の
序
。

（
注
2
）
　
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
（
昭
5
3
・
笠
間
書
院
）
の
う
ち
「
唐
代
小
説
と
勢
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灯新語」。

（
注
3
）
　
「
甫
史
、
斉
東
昏
侯
紀
」
に
「
整
レ
金
為
二
蓮
華
一
以
帖
レ
地
　
令
藩
妃
行

二
其
上
－
日
　
此
歩
歩
生
二
蓮
花
一
也
」

（
注
4
）
　
「
育
物
語
と
牡
丹
灯
籠
怪
談
」
（
「
叢
書
江
戸
文
庫
r
百
物
語
怪
談
集
成
」

昭
6
2
・
国
書
刊
行
会
）
　
の
月
報
。

（
注
5
）
　
「
鬼
趣
談
義
」
　
（
昭
5
1
・
国
事
刊
行
会
）
　
の
う
ち
「
土
偶
妖
異
記
」
。

（
注
6
）
　
注
2
と
同
じ
。

（
注
7
）
　
顧
炎
武
門
日
知
録
余
巻
」
巻
四
、
禁
小
説
の
正
統
七
年
（
l
四
四
l
）

二
月
辛
未
の
粂
（
近
藤
春
雄
氏
r
唐
代
小
説
の
研
究
」
）

（
注
8
）
　
注
2
と
同
じ
。

（
注
9
）
　
「
中
国
小
説
史
考
」
（
昭
5
0
・
秋
山
専
店
）

（
注
1
0
）
　
「
全
訳
努
灯
新
語
』
（
昭
2
9
・
中
央
公
論
社
）
　
の
「
努
灯
新
語
と
江
戸
文

芸」。

（
注
1
1
）
　
「
努
灯
新
語
の
舶
載
年
代
」
（
中
国
文
学
　
月
報
3
5
・
昭
1
3
）
。
お
よ
び

「
日
本
古
典
文
学
辞
典
」
　
（
岩
波
蕃
店
）
　
の
「
努
灯
新
語
」
　
の
項
。


