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「
牡
丹
灯
記
」
受
容
の
系
譜
　
（
二
）

渡
来
し
た
「
牡
丹
灯
記
」
は
『
奇
異
雑
談
集
』
に
細
訳
さ
れ
て
「
女
人
死
後
男
を

棺
の
内
へ
引
込
こ
ろ
す
事
」
と
な
り
、
都
奏
さ
れ
て
『
伽
稗
子
』
　
の
「
牡
丹
灯
籠
」

と
な
っ
た
。
そ
し
て
『
諸
国
官
物
語
』
で
は
「
牡
丹
堂
女
の
し
う
し
ん
の
事
」
と
な

っ
て
怪
談
会
の
話
と
な
り
、
さ
ら
に
は
『
努
灯
新
話
旬
解
』
の
和
刻
本
、
和
訳
本
の

『
霊
怪
草
』
ま
で
加
え
て
、
寛
文
、
延
宝
の
交
ま
で
に
、
わ
が
国
へ
の
紹
介
の
て
だ

て
の
す
べ
て
は
終
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
怪
異
小
説

流
行
の
中
で
忘
れ
去
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
牡
丹
灯
記
」

一
語
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
何
か
と
憩
を
構
え
て
は
流
行
に
樟
そ
う
と
す
る
の
が
、
そ
の

後
の
怪
異
小
説
で
あ
っ
て
、
怪
談
と
は
裏
腹
に
現
実
の
世
界
を
追
う
こ
と
に
急
な
西

鶴
ま
で
が
、
そ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
「
牡
丹
灯

記
」
　
の
巷
間
で
の
関
心
の
大
き
さ
が
窺
え
得
る
の
で
あ
る
。

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
（
貞
享
l
l
）
の
「
紫
女
」
（
巻
四
）
は
そ
の
西
鶴
が
「
牡
丹

灯
記
」
を
、
い
ま
流
行
の
諸
国
語
と
し
て
扱
っ
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
っ
た
。
諸
国

話
は
当
時
に
あ
っ
て
決
し
て
架
空
の
作
り
話
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
西
鶴
に

す
れ
ば
「
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
は
な
し
の
種
を
も
と
め
」
（
序
）
た
そ
の
話
は
不
思

議
な
こ
と
で
も
奇
異
な
こ
と
で
も
な
く
、
狐
が
美
女
に
化
け
て
男
の
と
こ
ろ
へ
通
う

太

　

刀

　

川

　

　

　

情

話
な
ど
遠
い
筑
前
の
国
に
は
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

紫
女
が
狐
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
西
鶴
自
身
の
明
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た

が
、
『
太
平
広
記
』
の
「
劉
元
鼎
」
（
巻
四
五
四
・
出
酉
陽
雑
姐
巻
十
五
）
に
「
旧
説

野
狐
名
紫
」
、
ま
た
「
陳
羨
」
（
巻
四
四
七
・
出
捜
神
託
）
に
は
「
狐
者
先
古
之
姪
婦

也
、
名
目
阿
紫
、
化
為
狐
、
故
其
怪
多
、
自
称
阿
紫
也
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
大

凡
、
そ
の
辺
り
の
察
し
が
つ
く
と
こ
ろ
で
、
紫
女
は
実
は
姪
婦
が
狐
に
化
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
体
、
狐
が
女
人
に
化
し
て
男
と
契
る
類
い
の
こ
と
は
、
狐
の

怪
談
を
播
け
ば
実
に
多
い
。
し
か
し
女
人
が
狐
に
な
る
例
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
は
女
人
が
一
度
は
狐
に
化
し
、
そ
し
て
再
び
女
人
に
な
っ
て
男
と
契
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
さ
き
に
「
陳
羨
」
に
は
「
名
山
記
」
を
引
き
こ
れ
が
『
御
伽
物
語
』

（
延
宝
五
）
に
も
「
名
山
記
に
、
先
古
墟
婦
あ
り
、
名
を
紫
と
い
ふ
、
化
し
て
き
つ

ね
と
な
る
と
書
り
」
（
巻
l
l
C
と
あ
り
、
後
に
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
（
正
徳
三
）
に

も
引
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
わ
が
国
の
怪
談
に
は
そ
う
し
た
例
は
見
ら
れ
な

い
。
し
か
も
そ
の
狐
も
姪
婦
故
い
の
も
の
と
い
う
か
ら
、
死
後
に
悪
鬼
と
な
り
、
な

お
も
貯
嬢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り

は
し
ま
い
か
。
そ
の
狐
の
紫
女
に
符
女
を
撮
合
し
た
と
こ
ろ
に
西
鶴
の
人
間
臭
い
諸

国
話
の
「
牡
丹
灯
記
」
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
ひ
と
り
者
の
伊
織
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
喬
生
と
な
る
。
だ
が
妻
に
死
別
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し
た
そ
の
人
で
は
な
い
。
そ
こ
に
現
れ
る
女
は
、
「
い
ま
だ
脇
明
け
し
き
ぬ
の
色
、

紫
を
揃
へ
て
、
さ
ば
き
宴
を
真
申
に
て
、
金
紙
に
引
き
む
す
び
、
此
美
し
き
事
、
何

と
も
た
と
へ
が
た
し
」
と
、
当
世
の
風
俗
に
な
じ
む
美
女
の
面
影
こ
そ
あ
れ
、
幽
鬼

の
も
つ
陰
翳
な
ど
微
塵
も
な
く
明
か
る
い
。
同
じ
美
女
で
も
『
伽
碑
子
』
の
「
牡
丹

灯
籠
」
の
そ
れ
が
王
朝
世
界
の
風
情
を
漂
し
て
い
た
の
と
は
全
く
違
っ
て
躍
動
す
る

当
世
美
人
の
面
影
が
あ
る
。
そ
の
明
か
る
さ
が
行
動
に
も
出
て
「
切
戸
お
し
明
け

て
、
は
し
り
入
り
、
誰
で
も
さ
は
っ
た
ら
つ
め
る
程
に
と
、
し
ど
け
な
き
寝
姿
、
自

然
と
後
む
す
び
の
帯
と
け
て
紅
の
二
の
も
の
ほ
の
か
に
見
え
、
は
そ
目
に
な
っ
て
枕

と
い
ふ
物
ほ
し
や
、
そ
れ
が
な
く
は
惜
し
る
人
の
膝
が
か
り
た
い
迄
」
と
、
浮
世
草

子
な
ら
で
は
の
写
実
的
な
描
写
と
な
る
。
伊
織
も
い
や
と
言
わ
れ
ぬ
首
尾
に
契
り
を

重
ね
る
う
ち
に
次
第
に
衰
弱
し
て
行
く
。
そ
れ
を
薬
師
の
道
庵
に
見
沓
め
ら
れ
て
、

世
間
で
言
う
紫
女
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
、
斬
る
こ
と
が
す
す
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
紫
女
が
「
人
の
血
を
吸
ひ
、
一
命
を
取
り
し
事
た
め
し
あ
り
」
と
、
補

い
を
も
た
ら
す
の
も
『
伽
碑
子
』
で
「
忽
に
其
精
の
元
気
を
耗
し
尽
し
て
精
分
を
奪

は
れ
、
わ
ざ
は
ひ
来
り
、
病
出
侍
ペ
ら
ば
薬
石
鍼
灸
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
」
と
言
う

と
こ
ろ
、
さ
ら
に
は
そ
の
原
拠
「
牡
丹
灯
記
」
の
先
縦
の
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
吸
血
を
も
っ
て
禍
根
と
し
た
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
現
実
的
で

あ
る
。さ

れ
ば
ま
た
薬
師
の
道
庵
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
隣
翁
で
あ
り
、
こ
れ
に
玄
妙
観
の

貌
法
師
を
重
ね
た
人
物
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
法
力
に
蘇
る
法
師
と
せ
ず
、
こ
れ

を
薬
師
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
た
リ
ア
リ
ス
ト
西
鶴
ら
し
い
処
置
で
あ
っ
た
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。
伊
織
は
道
庵
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
女
を
斬
る
。
切
り
捨

て
る
こ
と
で
い
禍
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
狐
の
仕
業
で
あ
り
、
「
薬

石
鍍
灸
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
」
と
な
れ
ば
、
斬
る
よ
り
ほ
か
に
す
べ
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
神
仏
に
振
ら
ず
、
斬
る
と
い
う
挙
に
出
る
こ
と
を
西
鶴
の
新
し
さ
と
取
沙

汰
す
る
む
き
も
あ
っ
た
が
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。

か
く
し
て
狐
の
紫
女
は
逃
れ
て
、
す
み
か
の
「
楠
山
の
は
る
か
木
深
き
洞
穴
に
入

る
」
こ
と
で
話
は
お
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
椅
山
に
す
む
狐
が
里
に
出
て
男
と
戯

れ
た
話
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
紫
女
」
の
話
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
幽
霊
話
と
は
本
来
別

の
系
列
の
説
話
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
狐
の
怪
事
に
西
鶴
が
敢
て
「
紫

女
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
か
つ
て
姪
婦
で
あ
っ
た
狐
が
己
の
習
性
か
ら
逃
れ
得
ず
、

夜
な
夜
な
男
を
も
と
め
て
里
に
下
る
と
こ
ろ
に
当
今
の
姪
婦
の
相
を
み
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
こ
の
話
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
、
祖
を
異
に
す
る
狐
の
話

が
西
鶴
の
手
に
よ
っ
て
併
さ
れ
て
「
牡
丹
灯
記
」
の
諸
国
語
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ

る。

二

そ
の
狐
の
美
女
が
も
う
少
し
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
符
女
に
近
づ
い
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。
都
の
錦
の
『
御
前
御
伽
稗
子
』
（
元
禄
十
五
）
の
「
山
科
に
て
狐
と
蛇
女
に
化

し
て
た
が
ひ
に
妬
あ
ひ
し
事
」
（
巻
六
）
で
あ
る
。

元
禄
年
中
に
杉
沢
新
之
丞
と
聞
え
し
人
、
世
を
厭
ひ
て
山
科
の
辺
に
引
繁
り
た
り

し
が
、
ち
か
き
こ
ろ
妻
を
失
ひ
唯
一
入
線
に
て
あ
か
し
く
ら
す
。

こ
れ
が
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。
杉
沢
新
之
盃
と
い
う
名
は
『
伽
碑
子
』
の
荻
原
新
之
丞

に
類
似
す
る
。
こ
れ
が
愛
妻
を
失
っ
て
無
間
を
か
こ
ち
な
が
ら
そ
の
日
そ
の
日
を
送

っ
て
い
る
の
も
似
て
い
る
。
そ
の
新
之
丞
に
狐
と
蛇
が
そ
れ
ぞ
れ
女
に
化
け
て
契
る

が
、
そ
れ
が
互
に
嫉
妬
し
あ
う
。
ま
ず
蛇
の
常
子
が
正
体
を
現
わ
し
て
退
け
ら
れ
た

あ
と
は
、
狐
の
化
け
た
牧
子
は
思
い
の
ま
ま
に
新
之
丞
に
通
う
の
で
あ
る
。
因
に
こ

の
牧
子
の
名
も
『
伽
稗
子
』
の
「
歌
を
媒
と
し
て
契
る
」
（
巻
八
）
の
女
性
と
同
名

で
あ
る
。
さ
て
、
新
之
丞
・
牧
子
の
関
係
が
つ
づ
く
う
ち
、

其
隣
に
唯
一
人
住
て
物
よ
く
心
得
た
る
翁
あ
り
。
あ
る
夜
、
新
之
丞
所
用
あ
り

て
、
外
へ
出
た
る
間
に
か
の
翁
、
壁
の
少
し
破
れ
た
る
所
よ
り
の
ぞ
き
点
け
る

に
、
牧
子
忽
ち
狐
と
な
り
、
庭
に
走
り
出
、
略
を
取
っ
て
来
て
食
ひ
ぬ
。
其
数
い

く
ら
と
も
し
ら
ず
。
新
之
盃
か
へ
り
け
る
足
音
を
聞
て
、
頓
て
又
元
の
女
と
な
り

ぬ
。
翁
見
て
興
を
さ
ま
し
、
夜
の
明
る
を
待
ち
新
之
蕊
に
近
づ
き
、
御
身
が
家
な
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る
女
は
何
と
し
て
養
ひ
を
き
給
ふ
と
問
へ
ば
、
新
之
丞
あ
か
ら
さ
ま
に
語
ら
ず
。

翁
い
は
く
鳴
呼
御
辺
の
災
有
り
、
夕
べ
我
壁
の
透
よ
り
う
か
が
ひ
し
に
か
や
う

く
の
様
子
な
り
。
彼
は
よ
く
人
を
を
し
て
惑
は
し
正
気
を
等
ひ
吸
ふ
。
速
か
に

退
ず
ん
は
御
身
の
命
あ
や
う
か
ら
ん
。

と
諭
さ
れ
る
。
も
と
も
と
幽
霊
で
も
な
い
牧
子
が
正
体
を
現
わ
す
の
は
、
本
来
の
狐

の
姿
と
な
っ
て
ひ
そ
か
に
賂
を
取
っ
て
食
う
習
性
か
ら
で
あ
る
が
、
結
局
は
そ
の
習

性
が
仇
と
な
っ
て
う
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
も
己
の
習
性
を
遅
れ
ず
破
滅
す

る
狐
が
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
死
骸
は
と
見
る
と
、

新
之
丞
立
寄
っ
て
是
を
見
る
に
頭
に
し
ゃ
れ
首
を
い
だ
き
小
袖
を
み
へ
し
は
芭
蕉

の
某
な
り
。
彼
の
帯
一
筋
棚
に
有
り
し
を
お
ろ
し
見
け
る
に
、
手
に
と
る
や
ひ
と

し
く
、
ぼ
ろ
′
＼
と
崩
れ
て
土
の
ご
と
く
成
り
ぬ
。

「
牡
丹
灯
記
」
を
狐
の
怪
事
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
『
伽
稗

子
』
　
の
「
狐
の
妖
怪
」
（
巻
二
）
　
の
影
響
が
強
か
っ
た
。
こ
の
話
は
、
女
が
狐
で
あ

る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
家
に
迎
え
た
割
竹
中
弥
太
は
、
秦
に
も
狐
で
あ
る
こ
と
を
内

証
転
し
て
い
た
が
、
京
よ
り
下
っ
た
知
行
の
石
田
市
令
助
が
そ
れ
を
金
子
首
両
に
て

妾
に
し
た
。
半
年
ほ
ど
し
て
京
に
上
っ
た
石
田
を
見
た
高
雄
の
祐
覚
僧
都
は
、
石
田

が
妖
怪
に
精
気
を
奪
わ
れ
命
の
危
い
こ
と
を
知
ら
せ
、
そ
れ
を
救
う
た
め
に
壇
を
飾

り
祭
文
を
よ
ん
で
壊
し
た
と
こ
ろ
、
女
は
正
体
の
古
狐
の
姿
を
現
わ
し
て
死
ん
だ
。

こ
の
話
の
末
尾
は
、

首
に
人
の
し
ゃ
れ
か
う
べ
を
戴
き
て
落
ず
し
て
あ
り
。
此
の
女
の
手
よ
り
人
に
遣

は
し
与
へ
た
る
物
ど
も
取
よ
せ
て
み
れ
ば
、
絹
小
袖
と
見
え
し
は
皆
芭
蕉
の
葉
、

白
粉
と
い
ひ
し
は
糠
挨
也
。
針
か
と
お
も
ひ
し
は
松
の
葉
也
け
り
。

『
御
前
御
伽
稗
子
』
　
の
末
尾
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
葉
が

美
女
に
化
し
た
り
、
そ
れ
が
人
間
と
交
わ
る
話
が
中
国
に
多
い
こ
と
は
沢
田
瑞
穂
氏

（注1）

の
説
く
と
こ
ろ
で
、
雨
に
音
を
立
て
て
し
な
や
か
に
な
び
く
線
豊
か
な
大
き
な
芭
蕉

の
葉
は
「
紅
裾
翠
袖
」
（
牡
丹
灯
記
）
と
い
う
美
女
の
衣
裳
を
連
想
さ
せ
る
に
十
分

で
あ
る
。
芭
蕉
を
背
に
し
た
美
人
の
姿
な
ど
妖
し
い
幻
想
に
幻
想
を
生
む
も
の
で
、

こ
の
種
の
話
の
結
末
に
は
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。

浅
井
了
意
が
『
努
灯
新
話
』
に
よ
っ
て
『
伽
稗
子
』
を
著
し
た
の
を
、
い
た
く
羨

望
し
た
都
の
錦
で
あ
っ
た
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
　
へ
の
関
心
は
並
一
通
り
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
り
と
て
「
牡
丹
灯
寵
」
の
二
番
煎
じ
も
激
し
と
し
な

い
こ
の
人
は
、
「
狐
の
妖
怪
」
を
借
り
る
こ
と
で
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
幽
霊
話
を
狐
の

話
に
か
え
て
み
せ
た
と
こ
ろ
は
さ
す
が
で
あ
っ
た
。

三

『
御
前
御
伽
婦
子
』
　
の
話
で
は
蛇
の
常
子
は
狐
の
牧
子
の
た
め
に
斥
け
ら
れ
た

が
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
を
蛇
の
化
身
と
す
る
話
も
な
い
わ
け
で
な
い
。
元
禄
十

年
刊
の
『
善
悪
報
は
な
し
』
の
「
女
あ
ひ
し
う
に
よ
り
蛇
と
な
る
事
」
（
巻
≡
）
が

あ
り
、
こ
の
話
は
『
諸
国
百
物
語
』
（
延
宝
五
）
の
「
渡
部
新
五
郎
が
娘
若
宮
の
児

に
お
も
ひ
そ
め
し
事
」
（
巻
三
）
に
遡
り
、
さ
ら
に
は
『
沙
石
集
』
の
「
妄
執
ニ
ヨ

リ
テ
女
蛇
卜
成
ル
暮
し
（
巻
七
）
に
ま
で
到
る
。

鎌
倉
の
あ
る
人
の
娘
、
若
宮
の
僧
正
坊
の
児
に
恋
を
す
る
。
父
母
の
は
か
ら
い
で

時
折
り
は
児
を
迎
え
た
が
、
な
じ
み
も
う
す
く
娘
は
思
い
死
に
し
て
し
ま
っ
た
の

で
、
骨
を
箱
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
お
い
た
。
そ
の
後
、
こ
の
児
も
病
に
か
か
り
一
間

に
籠
め
て
お
く
と
話
し
声
が
す
る
。
父
母
が
覗
く
と
児
は
大
蛇
と
対
坐
し
て
い
た
。

や
が
て
こ
の
児
も
死
ぬ
。
骸
を
葬
う
と
す
る
と
棺
の
中
に
は
大
き
な
蛇
が
児
に
ま
つ

わ
り
つ
い
て
い
た
の
で
、
共
に
葬
っ
て
や
っ
た
。
そ
の
後
、
娘
の
骨
を
善
光
寺
に
分

骨
し
ょ
う
と
し
て
箱
の
中
を
見
る
と
白
骨
は
蛇
に
な
っ
た
り
な
り
か
か
っ
た
り
し
て

いた。こ
の
話
は
死
ん
だ
娘
の
愛
執
が
蛇
と
な
っ
て
児
に
と
り
つ
い
た
話
で
、
特
に
「
牡

丹
灯
記
」
に
付
会
さ
せ
る
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
話
し
声
の
す
る
の
を
不
審

に
思
っ
て
覗
く
と
児
が
大
蛇
と
対
坐
し
て
い
た
こ
と
。
葬
う
と
す
る
と
棺
の
中
で
大

蛇
が
児
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た
な
ど
、
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
類

似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
勢
灯
新
話
』
が
渡
来
し
、
「
牡
丹
灯
記
」
が
い
ろ
い
ろ
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と
変
形
し
て
い
く
過
程
で
見
過
せ
な
い
も
の
で
、
幽
霊
話
の
妖
怪
雷
へ
の
接
近
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
近
世
に
入
っ
て
『
諸
国
官
物
語
』
に
採
ら
れ
る
と
、
娘
は
鎌
倉

の
渡
部
新
九
即
の
ひ
と
り
娘
と
な
り
、
大
蛇
と
な
っ
て
児
と
物
語
す
る
の
を
見
た
父

母
は
僧
山
伏
を
招
い
て
成
仏
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
て
、
よ
り
「
牡
丹
灯
記
」
に
近

づ
き
、
『
善
悪
報
は
な
し
』
で
は
正
保
年
中
の
話
と
な
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
来
る

な
ど
、
こ
こ
に
も
「
牡
丹
灯
記
」
に
似
た
ひ
と
つ
の
説
話
系
列
が
あ
る
。
さ
き
の
狐

の
場
合
と
併
せ
考
え
る
と
「
狐
は
人
に
化
し
、
人
は
蛇
に
化
す
」
と
い
う
伝
統
的
な

化
身
軍
の
せ
い
か
、
蛇
と
「
牡
丹
灯
記
」
と
の
係
り
は
こ
れ
以
上
に
出
る
も
の
で
は

か
っ
た
ら
し
い
。
仮
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
『
伽
碑
子
』
の
「
牡
丹
灯
籠
」
に
あ
や

か
っ
た
『
拾
遺
御
伽
稗
子
』
（
宝
永
l
空
の
「
毒
蛇
人
に
化
し
て
契
る
」
（
巻
こ
程

度
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

色
好
み
か
ら
定
ま
る
妻
な
い
佐
田
源
内
は
春
の
一
日
、
友
人
と
志
賀
の
桜
を
眺
め

て
の
帰
る
さ
、
女
ど
も
の
遊
興
す
る
中
に
、
年
の
程
十
七
八
ば
か
り
の
女
を
見
て
心

ひ
か
れ
て
い
る
と
、
女
の
童
に
招
か
れ
て
そ
の
女
と
馴
れ
睦
む
こ
と
に
な
る
。
女
は

素
姓
を
明
か
に
し
て
自
分
の
住
家
に
案
内
す
る
。
そ
こ
に
は
女
の
姉
が
い
て
、
そ
れ

に
す
す
め
ら
れ
て
源
内
は
女
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
明
け
方
、
家
中
が
騒
し
い
の
で

起
き
出
す
と
岩
窟
の
中
で
あ
っ
た
。
駕
い
て
家
に
帰
っ
た
が
心
地
悪
く
臥
し
て
い

る
。
あ
る
朝
、
余
を
と
っ
て
み
る
と
、
全
身
の
肉
が
溶
け
て
白
骨
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
一
族
は
不
審
に
思
い
岩
窟
を
た
ず
ね
て
見
る
と
毒
蛇
の
い
た
跡
が
あ
っ
た
。

四

再
び
狐
の
怪
事
に
も
ど
る
。
『
太
平
首
物
語
』
（
享
保
十
七
）
の
「
小
善
が
亡
妻
毎

夜
来
た
り
し
事
」
（
巻
三
）
も
そ
う
で
、
こ
れ
は
男
の
亡
妻
へ
の
愛
執
の
甚
し
い
の

に
つ
け
込
ん
だ
野
干
（
狐
）
　
の
仕
業
で
あ
っ
た
。

伊
賀
に
中
書
と
い
う
者
が
い
た
。
借
老
を
誓
っ
た
女
房
を
病
で
失
い
、
悲
嘆
の
あ

ま
り
自
害
し
ょ
う
と
す
る
の
を
人
々
が
お
し
と
ど
め
た
も
の
の
、
い
ま
で
は
一
室
に

閉
じ
こ
も
り
、
明
け
暮
れ
亡
妻
の
こ
と
ば
か
り
思
い
つ
づ
け
て
い
る
。
あ
る
夜
、
そ

の
小
菅
の
寝
間
で
話
し
声
の
す
る
の
を
、
老
母
が
不
思
議
に
思
い
、
の
ぞ
い
て
み
た

が
小
菅
一
人
の
姿
し
か
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
毎
晩
〈
続
い
て
小
菅
は
痩
せ

衰
い
て
行
く
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
療
治
や
祈
祷
が
な
さ
れ
た
が
効
め
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
北
山
の
道
徳
堅
固
の
禅
僧
を
招
い
て
、
小
寺
の
容
態
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
そ

の
言
う
こ
と
に
は
、

誠
や
御
身
近
頃
愛
室
に
後
れ
給
ひ
し
に
、
猶
も
亡
魂
御
身
に
付
き
そ
ひ
鎗
ふ
と
や

ら
ん
。
い
と
し
は
ら
し
き
事
に
こ
そ
侍
れ
、
然
れ
ど
も
未
だ
其
虚
実
分
明
な
ら

ず
、
是
を
正
し
く
知
る
に
、
わ
れ
一
つ
の
霊
符
あ
り
、
今
宵
亡
夢
来
た
り
給
は

ゞ
、
此
封
せ
し
物
を
折
よ
く
出
だ
し
見
せ
給
ひ
、
い
か
な
る
物
や
此
内
に
あ
る
。

さ
し
て
見
給
へ
と
間
ひ
給
へ
。
真
実
お
こ
と
の
妻
な
ら
ば
、
必
ず
知
っ
て
答
へ
給

は
ん
。
芳
し
又
答
ふ
る
事
能
は
ず
ん
ば
、
野
干
魔
魅
の
塀
ひ
、
御
身
を
た
ぶ
ら
か

し
申
す
な
り
。
御
身
と
て
も
此
内
を
見
給
ふ
事
、
努
々
あ
る
べ
か
ら
ず
。

と
小
寺
に
与
え
る
。
小
菅
が
教
え
ら
れ
た
通
り
に
す
る
と
果
た
し
て
幽
霊
は
近
づ
く

こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。
次
の
間
に
控
え
た
禅
僧
が
す
ば
や
く
悪
魔
悉
除
の
法
を

修
す
と
、
幽
霊
は
白
狐
と
な
っ
て
失
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
律
僧
は
、
妻
は
す
で

に
成
仏
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亡
妻
へ
の
愛
執
の
念
の
著
し
い
小
菅
に
狐
が

取
り
憑
い
た
の
で
あ
っ
た
。
僧
の
教
誠
に
従
っ
て
小
菅
は
心
の
迷
い
を
去
り
、
家
業

に
精
を
出
し
、
老
母
を
い
た
わ
り
亡
妻
の
跡
を
弔
っ
た
の
で
、
後
々
家
は
繁
昌
す
る

こ
と
に
な
る
。

五

小
菅
の
亡
妻
は
す
で
に
成
仏
し
て
い
た
が
、
男
の
愛
執
に
ひ
か
れ
て
成
仏
出
来
な

い
で
中
有
に
迷
う
も
の
も
あ
る
。
時
代
は
少
し
遡
る
が
、
『
御
伽
比
丘
尼
』
（
兵
事

四
）
の
「
水
で
洗
ふ
煩
悩
の
垢
」
（
巻
四
）
も
や
は
り
「
牡
丹
灯
記
」
の
変
形
で
あ

った。武
州
品
川
の
辺
に
庄
八
と
言
う
米
屋
が
あ
っ
た
。
さ
る
武
家
に
仕
え
て
い
た
綺
畳

よ
し
の
女
を
迎
え
て
妻
と
し
、
契
り
を
結
ぶ
の
も
束
の
間
の
こ
と
、
妻
は
病
を
得
て
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程
な
く
空
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
庄
八
は
悲
嘆
に
く
れ
て
臥
し
て
い
る
と
、
あ
る

夜
忽
然
と
亡
妻
が
姿
を
現
わ
し
、
在
り
し
日
さ
な
が
ら
に
睦
言
を
交
わ
し
て
帰
っ
て

行
っ
た
。
そ
う
し
た
事
が
毎
夜
続
い
た
の
で
隣
に
住
む
庄
八
の
親
は
不
審
に
思
い

あ
る
雨
の
夜
、
い
た
う
ふ
け
て
ま
ど
よ
り
内
を
さ
し
の
ぞ
け
ば
、
庄
八
さ
れ
た
る

か
う
べ
に
打
む
か
ひ
箕
つ
笑
ふ
っ
の
物
が
た
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
と
残
ま
し
く
お
ぼ

え
け
れ
ば
、
其
ほ
と
り
に
徳
行
す
ぐ
れ
い
と
た
っ
と
き
上
人
の
お
は
し
け
る
に
参

り
て
、
か
や
う
く
の
事
の
侍
る
、
あ
は
れ
然
る
べ
き
御
教
化
を
も
な
し
給
は
れ

かし。

と
哀
願
す
る
。
し
か
し
こ
の
上
人
は
魔
除
け
の
御
符
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
せ

ず
、
庄
八
の
背
に
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
覇
骸
は
消
え
失
せ
て

し
ま
う
。

此
時
上
人
は
庄
八
に
む
か
ひ
、
浅
富
し
き
か
な
己
が
輪
廻
執
着
の
一
心
に
て
、
亡

者
に
も
く
る
し
み
を
増
し
、
く
ら
き
よ
り
猶
く
ら
き
に
ま
よ
は
し
む
る
。
さ
れ
ば

今
菱
に
あ
ら
は
る
ゝ
は
、
ま
よ
へ
る
物
か
ら
、
も
と
の
女
と
ぞ
見
え
つ
ら
ん
。
只

さ
れ
た
る
か
う
べ
に
て
あ
り
き
、
愛
に
清
浄
の
水
を
か
け
て
ぽ
ん
の
ふ
の
山
の
に

ご
れ
る
を
す
ゝ
ぎ
正
念
に
か
へ
ら
し
む
る
時
、
又
更
に
消
て
さ
れ
こ
う
べ
な
し
。

夫
の
庄
八
の
執
着
の
た
め
に
亡
妻
は
成
仏
出
来
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
上
人
は
そ

の
庄
八
に
冷
水
を
浴
せ
て
煩
悩
を
解
脱
さ
せ
て
亡
者
を
苦
し
み
か
ら
救
う
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
亡
霊
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
符
女
の
よ
う
な
恐
し
き
は
な
く
、
怪

談
の
恐
怖
感
よ
り
仏
教
的
な
教
誠
が
強
く
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
も

こ
う
し
て
煩
悩
の
解
脱
、
執
着
の
戒
め
と
言
っ
た
教
訓
話
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
0

『
御
伽
比
丘
尼
』
は
い
わ
ゆ
る
酉
村
本
で
あ
る
。
仮
名
草
子
の
伝
統
を
遵
守
す
る

西
村
本
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
牡
丹
灯
記
」
に
こ
う
し
た
教
訓
話
と
し
て
の
処
置
も

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

六

『
伽
碑
子
』
の
典
雅
と
も
い
う
べ
き
翻
案
ぶ
り
を
見
て
は
、
「
牡
丹
灯
籠
」
の
向

こ
う
を
張
る
も
の
も
な
い
ま
ま
に
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
構
想
の
一
部
を
採
っ
て
は
他

の
話
の
翻
案
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
も
現
れ
た
。

辻
堂
非
風
の
『
玉
す
だ
れ
』
（
元
禄
十
七
）
の
「
直
江
常
高
冥
婿
の
事
」
（
巻
六
）

は
、
唐
の
小
説
『
才
鬼
記
』
所
収
の
「
曽
季
衡
」
の
都
築
で
、
『
伽
碑
子
』
で
も

「
祈
り
て
幽
霊
に
契
る
」
（
巻
十
）
と
し
て
す
で
に
細
奏
さ
れ
て
い
た
。
『
玉
す
だ

れ
』
の
こ
の
話
は
、
そ
の
「
祈
り
て
幽
霊
に
契
る
」
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
都

秦
の
過
程
で
「
牡
丹
灯
籠
」
は
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
祈
り
て
幽
霊
に
契
る
」
の
上
野
国
平
井
の
城
は
『
玉
す
だ
れ
』
で
は
石
州
の
津

和
野
城
と
な
り
、
北
条
新
六
郎
は
、
和
泉
寺
の
嫡
男
常
高
と
な
り
、
こ
の
城
を
守
っ

て
い
る
。
上
杉
憲
政
の
息
女
弥
子
は
前
の
城
主
の
ひ
と
り
娘
と
な
り
、
近
国
無
双
の

美
女
で
あ
っ
た
が
す
で
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
。
そ
の
時
を
聞
い
て
常
高
は
娘
に

寄
せ
る
熱
い
思
い
を
詩
に
賦
す
と
、
そ
の
娘
が
現
れ
て
歌
を
唱
和
す
る
。
常
高
は

「
だ
と
へ
魔
縁
化
生
の
者
な
り
と
も
か
か
る
人
に
一
夜
も
そ
ひ
て
こ
そ
此
世
に
生
ま

れ
し
本
意
」
と
考
え
、
招
き
に
応
じ
て
革
に
入
り
契
り
を
交
わ
す
。
こ
こ
ま
で
は

「
祈
り
て
幽
霊
に
契
る
」
と
全
く
同
巧
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
が
「
牡
丹
灯
籠
」
と

（駐2）

係
わ
る
と
こ
ろ
で
、
木
越
治
氏
の
言
う
「
牡
丹
灯
籠
」
の
煩
話
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
常
高
の
様
子
を
不
審
に
思
っ
た
近
侍
の
武
士
上
木
八
郎
は
、

我
き
ゝ
つ
た
ふ
る
事
あ
り
と
、
か
の
革
に
忍
び
入
、
壁
を
少
し
っ
き
明
て
こ
れ
を

の
ぞ
く
に
、
常
高
l
連
の
骸
骨
と
手
枕
を
か
は
し
、
さ
ま
く
の
む
つ
事
を
か
た

る
。
そ
の
傍
に
と
き
ほ
う
こ
の
、
人
の
ご
と
く
に
う
ち
わ
を
持
、
こ
れ
を
あ
ふ
ぐ
。

八
郎
が
壁
を
穿
っ
て
み
た
も
の
が
骸
骨
と
歓
泥
す
る
常
高
で
あ
っ
た
と
は
、
明
か
に

「
牡
丹
灯
寵
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
八
郎
の
幽
霊
が
禁
忌
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
う
件
に
つ
い
て
も
「
牡
丹
灯
籠
」
　
の
そ
れ
に
倣
う
も
の
で
あ
っ
た
。

凡
人
死
し
て
は
陰
に
帰
り
、
受
生
の
間
は
中
有
に
ま
よ
ひ
、
此
気
役
病
と
な
り
、
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或
は
気
転
の
っ
と
り
て
崇
を
な
す
。
陰
気
陽
に
克
時
は
種
々
の
姿
を
顕
は
し
、
異

形
の
狭
ひ
あ
り
。
こ
れ
全
く
求
め
て
来
る
に
あ
ら
ず
、
我
が
心
と
生
ず
る
と
こ
ろ

也
と
こ
そ
承
り
候
へ
。

こ
う
な
れ
ば
翻
秦
は
「
祈
り
と
幽
霊
に
契
る
」
を
は
な
れ
て
、
そ
の
ま
ま
「
牡
丹
灯

寵
」
　
に
な
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

戒
め
ら
れ
る
ま
ま
堅
一
十
日
は
ど
過
ぎ
た
が
、
常
高
は
か
の
娘
が
恋
し
く
、
例
の

革
に
赴
い
た
と
こ
ろ
娘
は
常
高
の
手
を
捉
え
て
誘
い
入
れ
る
。
夜
が
明
け
て
も
帰
っ

て
釆
な
い
の
を
案
じ
た
八
郎
は
、
そ
の
事
に
押
し
入
っ
て
み
る
と
、

遥
か
筑
山
の
陰
を
過
て
、
岩
際
の
か
ぐ
れ
に
一
つ
の
卵
塔
あ
り
、
ゆ
き
て
見
る
に

石
の
以
、
四
辺
の
塩
と
な
し
、
同
じ
く
青
め
の
石
に
て
卵
塔
の
戸
び
ら
を
立
た
り
、

そ
の
扉
の
含
め
に
小
袖
の
裾
少
み
え
た
り
、
頓
て
大
勢
立
か
ゝ
り
て
ひ
ら
き
み
る

に
、
さ
も
結
構
な
る
棺
に
、
一
具
の
骸
骨
を
い
だ
き
て
、
常
高
前
後
も
し
ら
ず
伏

た
り
。

そ
こ
で
、
八
郎
が
常
高
の
目
を
隆
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
「
お
ど
ろ
か
す
は
何
者
な

れ
は
、
わ
が
遊
興
を
妨
く
る
に
ぞ
遺
恨
な
れ
」
と
刀
に
手
を
掛
け
る
常
高
で
あ
っ
た

が
、
助
け
出
さ
れ
て
危
き
命
を
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
宋
段
に
こ
そ
作
者
の
創
意
が

見
ら
れ
る
が
随
所
に
「
牡
丹
灯
籠
」
を
援
用
し
て
の
「
曽
季
衡
」
　
の
翻
案
で
あ
っ

た。

七

こ
の
『
玉
す
だ
れ
』
　
の
話
は
八
年
後
の
正
徳
二
年
に
は
都
の
錦
（
往
悔
子
）
が

「
嵯
峨
の
妖
精
」
（
巻
六
）
と
し
て
『
当
世
智
恵
鑑
』
に
収
め
る
こ
と
に
な
る
。
都
の

錦
に
す
れ
ば
『
御
前
御
伽
稗
子
』
に
つ
い
で
再
度
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
採
用
で
あ
っ

た
が
、
今
回
は
む
し
ろ
『
伽
碑
子
』
　
の
「
牡
丹
灯
籠
」
　
へ
の
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。

『
玉
す
だ
れ
』
　
の
常
高
を
洛
陽
東
山
に
住
む
風
雅
を
愛
す
る
嶋
田
又
七
に
、
前
の
城

主
の
娘
を
素
姓
明
か
で
な
い
美
女
に
か
え
て
別
話
を
装
っ
た
も
の
の
、
行
文
に
そ
れ

と
わ
か
る
ほ
ど
「
直
江
常
高
冥
婿
の
事
」
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
目
録
に
は

「
美
男
は
損
あ
り
形
は
疫
、
白
骨
の
執
心
う
た
1
ね
の
秋
」
と
傍
題
す
る
が
、
そ
の

美
男
の
又
七
は
、
或
る
時
嵯
峨
の
あ
た
り
を
道
道
し
て
の
帰
る
さ
、
桃
林
の
中
で
二

十
才
ば
か
り
の
美
し
い
女
房
に
会
う
。
そ
の
か
た
ち
漕
げ
に
な
ま
め
い
た
と
こ
ろ

は
、
ま
さ
に
高
貴
の
人
の
女
と
見
え
た
。
こ
れ
に
誘
れ
て
又
七
は
優
雅
な
屋
敷
に
到

る
。
又
七
は
こ
れ
が
魔
縁
化
生
の
者
と
思
い
な
が
ら
も
淫
欲
も
だ
し
難
く
閏
に
入

る
。
か
く
す
る
こ
と
数
ヶ
月
、
又
七
は
「
質
憶
枠
と
し
て
神
気
を
奪
は
れ
限
お
ち
入

て
死
体
の
如
」
き
有
様
と
な
る
の
を
、
友
人
が
不
審
に
思
い
妖
怪
の
仕
業
で
あ
る
こ

と
を
教
え
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
妖
鬼
御
辺
の
精
を
奪
へ
り
、
お
よ
そ
人
死
し
て
は
陰
に
帰
り
受
生
の

間
は
中
有
に
ま
よ
ひ
、
此
気
役
病
と
な
り
或
は
気
に
の
っ
と
り
宗
と
な
り
、
陰
気

陽
に
克
時
は
種
々
の
姿
を
あ
ら
は
し
異
形
の
殊
あ
り
、
是
全
く
求
め
て
来
る
に
あ

ら
ず
、
己
が
心
よ
り
自
然
と
生
ず
る
所
な
り
。

と
、
友
人
の
是
心
は
又
七
を
養
生
さ
せ
、
た
だ
l
人
か
の
屋
敷
へ
行
く
。
右
の
引
用

も
『
玉
く
し
げ
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
れ
ば
、
こ
の
あ
と
屋
敷
で
妖
怪
に
退
散
を
促
す

と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
是
心
の
夢
に
、
女
は
枕
上
に
立
っ
て
、

我
死
し
て
三
年
に
及
ぶ
ま
で
あ
ま
ね
く
都
の
地
を
通
適
す
、
さ
れ
ど
も
年
比
、
此

山
里
に
住
な
れ
て
猶
執
心
は
な
れ
や
ら
ず
、
た
ま
く
前
世
の
縁
あ
り
て
又
七
殿

に
ま
み
へ
な
が
く
同
穴
の
ち
ぎ
り
を
む
す
ぽ
ん
と
悦
び
を
な
せ
し
所
に
は
か
ら
ず

も
、
御
身
に
遮
ら
れ
け
る
ロ
を
し
き
よ
と
、
た
ち
ま
ち
面
色
変
り
て
鬼
女
と
な
り

是
心
に
飛
つ
か
ん
と
す
る
時
、
枕
元
に
立
た
る
刀
に
つ
ま
づ
き
倒
る
を
見
て
夢
覚

ぬ。
因
に
こ
の
個
所
を
『
玉
く
し
げ
』
に
つ
け
ば
、
語
句
の
変
り
こ
そ
あ
れ
行
文
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
。

我
死
し
て
五
と
せ
、
世
界
に
道
連
す
、
し
か
れ
ど
も
と
し
比
こ
の
所
に
住
な
れ
て

執
心
は
な
れ
や
ら
ず
、
た
ま
ノ
＼
宿
世
の
縁
あ
り
て
、
人
に
ま
み
え
け
る
に
、
な

が
く
傭
老
の
ち
ぎ
り
を
な
さ
む
と
悦
び
し
に
、
計
ら
ず
も
汝
に
へ
だ
て
ら
れ
つ
る

恨
め
し
き
よ
と
い
か
れ
る
姿
、
面
も
替
り
て
す
さ
ま
じ
く
、
は
し
り
か
か
る
に
、
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慨
本
に
立
た
る
太
刀
に
つ
ま
づ
き
倒
る
ゝ
と
み
え
て
夢
さ
め
ぬ
。

か
く
し
て
有
験
の
山
伏
を
招
い
て
祈
祷
し
て
も
ら
い
、
十
日
ば
か
り
過
ぎ
た
夕
暮
、

又
七
は
例
の
女
が
や
た
ら
に
恋
し
く
て
出
掛
け
て
行
く
。
夜
が
明
け
て
も
帰
っ
て
来

な
い
の
で
、
是
心
が
嵯
峨
に
行
っ
て
み
る
た
が
、
か
の
屋
敷
は
跡
形
も
な
か
っ
た
。

妖
怪
の
所
為
か
と
あ
た
り
を
見
る
と
、
山
の
木
陰
に
卵
塔
が
あ
っ
た
。

近
く
育
て
見
る
に
石
を
以
て
三
方
の
垣
と
な
し
、
同
じ
く
青
め
の
石
に
て
卵
塔
の

扉
を
立
た
り
。
其
戸
の
合
せ
め
に
小
袖
の
つ
ま
少
し
出
て
見
へ
た
り
、
是
心
彼
是

立
か
ゝ
り
扉
を
ひ
ら
き
見
れ
ば
、
一
連
の
骸
骨
と
又
七
手
枕
を
か
わ
し
前
後
も
知

ら
ず
伏
た
り
。

是
心
ら
が
又
七
を
起
こ
す
と
、
又
七
は
怒
っ
て
「
何
者
な
れ
ば
我
が
遊
興
す
る
所
を

妨
ぐ
る
こ
そ
奇
怪
な
れ
」
と
、
脇
差
し
に
手
を
掛
け
る
の
を
取
り
抑
え
て
家
に
連
れ

て
帰
っ
た
が
、
口
も
き
け
ず
衰
弱
し
て
行
く
。
し
か
し
高
僧
の
祈
祷
の
甲
斐
が
あ
っ

て
回
復
す
る
の
で
あ
る
。

『
玉
す
だ
れ
』
　
の
模
倣
と
言
う
よ
り
は
剰
窃
と
言
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る

が
、
二
つ
に
違
い
が
あ
る
と
す
る
な
ら
『
玉
す
だ
れ
』
に
は
「
祈
り
て
幽
霊
に
契

る
」
の
先
縦
が
あ
る
か
ら
、
石
州
浄
和
野
の
城
に
か
か
わ
る
い
き
さ
つ
が
前
段
に
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
を
除
け
ば
『
当
世
智
恵
鑑
』
の
こ
の
「
蛾
俄
の
妖
精
」
と

な
る
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
が
ど
う
し
て
も
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
が
『
伽

碑
子
』
の
「
牡
丹
灯
籠
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
典
雅
な
翻
案
ぶ
り
は
真
似
て
真
似
ら

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
直
江
常
高
冥
姫
の
事
」
や
「
嵯
峨

の
妖
精
」
に
、
も
し
「
牡
丹
灯
籠
」
を
凌
ぐ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
男
に
寄

せ
る
女
の
執
心
の
激
し
さ
と
、
そ
の
執
心
を
遮
ぎ
ろ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
激
し
い

煉
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
牡
丹
灯
記
」
の
妖
艶
な
幽
霊
も
こ
の

あ
た
り
か
ら
怪
談
の
主
人
公
ら
し
い
情
念
の
激
し
さ
を
具
い
て
来
る
よ
う
で
、
「
牡

丹
灯
記
」
の
幽
霊
が
陰
湿
さ
を
も
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
幽
霊
へ
の
転
身
の
傾

向
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

八

変
形
に
変
形
を
つ
づ
け
る
「
牡
丹
灯
記
」
に
は
、
な
ぜ
か
侍
女
金
蓮
の
存
在
が
な

か
っ
た
。
す
べ
て
は
喬
生
と
符
女
の
妖
し
い
物
語
の
展
開
の
相
で
捉
え
ら
れ
て
い
る

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

（注3）

と
な
っ
た
冥
界
稗
子
の
怪
異
で
あ
る
と
言
う
の
は
高
田
衛
氏
で
あ
る
が
、
「
伽
碑
子
」

と
書
名
し
た
了
意
は
意
外
に
も
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

る
に
以
後
の
追
従
作
は
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
単
な
る
幽
霊

物
語
と
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
に
ひ
と
り
歩
き
を
始
め

た
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
姿
が
こ
こ
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
末
段
を
省
き
考
慮
し
な
い
も
の
の
当
然
の
帰
趨
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
宋
段
は
鉄
冠
道
人
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
寄
生
、
符
女
、
金
蓮
三

者
の
供
述
と
道
人
の
判
詞
で
、
そ
の
判
詞
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。

商
家
の
子
生
き
て
猶
ほ
悟
ら
ず
、
死
す
と
も
何
ぞ
眈
へ
ん
。
符
氏
の
女
死
し
て
尚

ほ
貪
姪
な
り
、
生
け
る
時
知
る
べ
し
。
（
原
漢
文
）

喬
生
、
符
女
の
邪
姪
に
し
て
も
、
そ
れ
が
邪
稜
な
も
の
と
し
て
責
め
ら
れ
る
べ
き
そ

れ
ほ
ど
の
理
由
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
は
『
努
灯
新
語
』
　
の
他
の
冥
婿
物
語
の
例
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
人
の
判
詞
の
語
気
も
さ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な

い
。
し
か
る
に
金
蓮
に
対
し
て
は
、

況
ん
や
金
蓮
の
怪
誕
な
る
、
明
器
を
仮
り
て
以
て
矯
誕
し
、
世
を
慈
し
民
を
誕

ひ
、
条
に
達
ひ
法
を
犯
す
。
（
原
漢
文
）

つ
ま
り
金
蓮
の
よ
う
な
も
の
が
、
明
券
を
仮
り
て
世
人
を
慈
し
謳
し
て
い
る
。
こ
れ

は
条
理
を
逸
し
、
違
法
も
甚
し
い
も
の
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
は
高
田

氏
の
い
わ
ゆ
る
淫
禰
妖
廟
の
信
仰
に
係
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
こ
こ
に
は
明
か
に

諷
世
の
意
が
あ
る
。
か
つ
て
近
藤
春
雄
氏
が
「
牡
丹
灯
記
」
を
甚
だ
異
色
の
作
品
だ

（注4）

と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
話
は
未
来
団
円
に
終
わ
る
は
ず
の
も
の
で
、

喬
生
が
符
女
の
相
中
で
死
ぬ
の
は
正
に
愛
情
の
達
成
と
言
う
べ
き
で
、
だ
か
ら
仲
よ
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く
手
を
携
え
て
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
話
は
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
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伝
奇
世
界
の
愛
情
物
語
を
一
転
し
て
邪
悪
糾

弾
の
物
語
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
異
色
性
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る

が
、
結
局
そ
の
異
色
性
も
金
蓮
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
た
が
っ
て
金
蓮
の
供
書
は
喬
生
、
符
女
と
ま
た
趣
を
異
に
し
て
い
た
。
喬
生
が

「
事
既
に
追
ふ
な
し
、
悔
ゆ
る
と
も
将
た
葵
ぞ
及
ぼ
ん
」
（
原
漢
文
）
と
、
符
女
が

「
迷
ひ
て
返
る
と
知
ら
ず
、
罪
安
ん
ぞ
逃
る
べ
き
」
（
原
漢
文
）
と
す
で
に
反
省
の

色
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
蓮
は
、

英
数
青
を
骨
と
な
し
染
素
を
胎
と
成
し
、
墳
鴨
に
埋
蔵
せ
ら
る
。
走
れ
誰
か
偶
を

作
っ
て
用
ふ
る
。
面
目
激
発
、
人
に
比
す
る
に
体
を
具
へ
て
徴
な
り
。
既
に
名
字

の
称
あ
り
、
精
霊
の
異
に
乞
し
か
る
ぺ
け
ん
や
。
困
て
計
を
得
た
り
。
堂
敢
て
妖

を
な
さ
ん
や
。
（
原
漢
文
）

こ
の
青
竹
を
骨
と
し
て
白
い
紙
を
は
っ
た
明
器
妹
子
は
、
金
蓮
と
名
ま
で
得
て
妖
異

を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
、
道
人
の
前
で
広
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。
も
は
や
救
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
言
え
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
於

い
て
寄
生
と
符
女
の
遜
通
の
手
だ
て
を
な
し
た
の
も
、
双
頭
の
牡
丹
灯
を
挑
げ
た
こ

の
金
蓮
で
あ
っ
た
し
、
喬
生
を
湖
心
寺
に
引
き
入
れ
た
の
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
金
蓮
の
存
在
の
意
義
の
大
き
さ
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
解
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
浮
世
草
子
の
「
牡
丹
灯
記
」
は
つ
い
に
寄
生
、
符
女
の
幽
霊
物
語

は
終
始
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

九

し
か
し
そ
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
末
段
は
別
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
の

冥
府
の
件
り
は
『
奇
異
雑
談
集
』
で
は
、
そ
の
内
容
を
省
い
て
、
「
道
人
こ
と
ば
を

も
っ
て
、
か
し
ゃ
く
す
る
事
や
ゝ
久
し
、
三
人
の
ゆ
ふ
れ
い
み
な
諾
伏
し
て
い
は

く
、
あ
へ
て
ふ
た
た
び
た
1
り
な
し
人
を
わ
ず
ら
は
す
事
、
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ

て
、
拝
し
さ
っ
て
見
え
ず
」
と
だ
け
言
っ
て
終
っ
た
と
こ
ろ
。
翻
案
の
『
伽
稗
子
』

に
至
っ
て
は
、
仏
事
を
営
む
こ
と
で
三
霊
は
仏
成
し
て
お
わ
る
。
思
う
に
喬
生
と
符

女
の
妖
艶
な
物
語
の
末
段
を
、
か
り
に
冥
府
の
閲
歴
の
場
に
変
え
得
た
と
し
て
も
、

こ
れ
ま
で
進
め
て
来
た
情
緒
的
な
雰
囲
気
を
襲
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
末
段
は
そ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
物
語

と
し
て
、
結
構
ひ
と
つ
の
話
が
出
来
上
る
と
こ
ろ
で
、
了
意
が
扱
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
な
り
に
筆
を
費
し
た
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
「
牡
丹
灯
籠
」
　
の
前
段
は
あ
え
か
な

幽
霊
物
語
、
後
段
は
冷
酷
な
地
獄
物
語
と
そ
れ
ぞ
れ
に
主
題
を
持
っ
た
話
が
並
列
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
短
か
い
話
で
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
主
題
の
分
割
で
あ

る
。
了
意
の
案
じ
た
と
こ
ろ
も
そ
こ
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
段
に
こ
だ
わ
っ

た
の
が
、
ま
ず
『
玉
寄
木
』
（
元
禄
九
）
の
「
入
定
奇
瑞
」
（
巻
三
）
で
あ
っ
た
。

備
前
国
岡
山
の
風
俗
、
女
子
婦
人
殊
の
外
花
曹
風
流
を
好
み
、
容
を
飾
り
香
を
鴇

す
、
貴
人
高
家
ま
す
ま
す
色
を
重
ん
じ
美
女
を
訪
ね
、
一
度
艶
道
を
得
る
時
は
必

ず
人
に
誇
り
衛
ひ
て
自
慢
せ
り
。
春
は
花
見
ま
た
は
盆
中
灯
篭
遊
覧
の
頃
、
こ
の

ほ
か
す
べ
て
寺
社
詣
で
見
物
の
庭
な
ど
に
は
、
富
貴
の
妻
女
娘
な
ど
殊
更
に
か
た

ち
づ
く
り
し
て
、
多
く
の
群
集
の
中
を
は
づ
る
気
色
も
な
く
な
ま
め
き
歩
く
程

に
、
若
き
男
子
英
日
も
あ
や
に
眺
め
や
り
あ
る
ひ
は
手
を
と
り
袖
を
ひ
き
て
悦
ぢ

が
は
し
き
事
ど
も
あ
れ
ど
、
か
か
る
習
は
し
に
て
誰
怪
し
む
者
も
な
か
り
け
る
。

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
城
下
の
商
人
中
西
九
右
衛
門
は
美
し
い
妻
を
迎
え
て
評

判
と
な
る
。
隣
家
の
竹
内
権
平
が
こ
れ
に
横
恋
慕
す
る
。
九
着
衛
門
の
秦
も
美
男
の

権
平
に
心
ひ
か
れ
て
、
二
人
は
密
か
に
通
じ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
は

邪
魔
に
な
っ
た
九
右
衛
門
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
謀
り
、
権
平
は
異
形
の
姿
を
作
っ

て
頻
り
に
九
右
衛
門
を
脅
す
。
恐
れ
戦
い
た
九
右
衛
門
は
悪
寒
発
熱
し
て
惧
悩
著
し

く
、
次
第
に
弱
っ
て
行
く
。
英
治
、
祈
祷
も
効
の
な
い
こ
と
を
心
配
し
た
l
族
は
、

城
下
を
隔
た
る
こ
と
十
八
里
、
暫
宗
の
高
僧
了
顕
上
人
を
訪
ね
て
京
麟
す
る
。
上
人

が
「
わ
れ
此
の
深
山
に
か
く
れ
て
よ
り
、
商
家
貴
人
の
召
し
に
も
応
ぜ
す
、
す
べ
て

人
間
界
の
事
に
あ
づ
か
ら
ず
、
急
ぎ
帰
る
べ
し
」
と
辞
退
す
る
が
、
な
お
も
哀
訴
す
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る
の
で
上
人
は
止
む
得
ず
護
摩
壇
を
か
ざ
っ
て
祈
祷
を
始
め
る
。

了
顕
上
人
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
四
明
山
の
鉄
冠
道
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
固
辞
す

る
の
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
上
人
は
道
人
の
よ
う
に
符
更
を
使
っ
て
妖
鬼
を

描
い
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
九
右
衛
門
の
過
去
未
来
の
因
縁
を
知
る
た
め
に

自
ら
入
定
す
る
。
す
な
わ
ち
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
冥
府
は
こ
の
上
人
の
入
定
に
か
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
入
定
し
た
上
人
の
見
た
も
の
は
、
地
神
の
堂
舎
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず

く
九
右
衛
門
の
祖
父
九
太
夫
の
姿
で
あ
っ
た
。
地
神
は
環
不
善
の
孫
が
冥
罰
を
蒙
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罪
状
を
説
く
。
し
か
し
九
太
夫
の
孝
心
と
慈
悲
心
が
孫
の
延
命

を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
権
平
の
冥
罰
が
告
げ
ら
れ
る
。
果
た
し
て
九

右
衛
門
は
祖
父
の
陰
徳
で
存
命
し
、
権
平
は
狂
死
す
る
の
で
あ
る
。

死
後
の
世
界
を
窺
う
に
入
定
と
特
異
な
事
実
を
も
っ
て
し
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
着

想
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
会
堂
と
号
し
て
京
で
香
車
を
営
む
林
義
端
は
伊
藤
仁
斉

の
門
下
、
夙
に
学
問
好
き
の
漢
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
中
国
小
説
に
も
心
を
寄
せ
、
頻

り
と
怪
奇
談
を
噛
む
風
が
あ
っ
た
。
件
の
了
意
が
『
努
灯
新
吉
』
に
取
材
し
て
『
伽

稗
子
』
を
著
し
た
こ
と
を
羨
望
し
て
、
そ
の
遺
稿
を
求
め
て
自
ら
序
を
識
し
て
『
狗

張
子
』
（
元
禄
六
）
を
刊
行
す
る
捻
ど
の
熱
心
さ
で
あ
っ
た
か
ら
、
了
意
の
省
い
た

「
牡
丹
灯
記
」
　
の
末
段
の
翻
案
を
敢
て
試
み
る
な
ど
、
こ
の
人
に
し
て
あ
り
そ
う
な

こ
と
で
あ
っ
た
。

十

『
玉
帯
木
』
　
の
「
入
定
奇
瑞
」
で
扱
っ
た
の
は
、
「
牡
丹
灯
記
」
に
就
け
ば
、
喬

生
ら
の
罪
科
を
糾
す
冥
官
の
判
詞
の
都
案
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
冥
府
で
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
菅
息
を
数
行
し
た
も
の
は
ま
た
別
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
牡

丹
灯
記
」
で
、
符
更
に
首
蜘
さ
れ
鎖
に
繋
が
れ
冥
官
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
彼
等
を

赦
し
て
、
「
鞭
以
笠
揮
朴
流
血
淋
流
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
膨
ら
ま
せ
た
の
が
『
怪
醜

夜
光
魂
』
（
享
保
二
）
の
「
慈
照
寺
山
の
送
火
」
（
巻
四
）
で
あ
る
。

こ
の
話
の
冒
顕
は
孟
蘭
盆
で
は
な
く
、
慈
照
寺
山
の
大
文
字
に
群
が
る
人
々
で
あ

っ
た
が
、
確
か
に
こ
こ
も
「
牡
丹
灯
記
」
に
拠
っ
て
い
た
。

都
慈
照
寺
山
の
大
文
字
は
弘
法
大
師
の
書
す
る
所
に
し
て
今
に
た
え
ず
。
其
外
妙

の
又
は
舟
の
か
た
ち
な
ど
を
と
も
し
て
七
月
十
六
日
の
晩
は
家
々
の
送
り
火
、
鴨

川
の
辺
は
群
集
し
て
是
を
見
る
人
多
し
。
西
の
京
に
山
田
半
七
と
い
ふ
者
あ
り
、

此
三
年
以
前
妻
に
お
く
れ
、
そ
の
の
ち
妻
を
持
ず
、
け
ふ
文
月
十
六
日
に
慈
照
寺

山
の
大
文
字
を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ま
こ
と
や
大
の
一
字
四
十
間
に
及
び
左
の
藍
は
八

十
間
、
右
の
方
は
六
十
八
間
あ
る
よ
し
、
山
へ
上
り
火
を
と
も
す
様
子
も
く
ほ
し

く
見
る
べ
し
と
て
、
夕
方
よ
り
た
ゞ
一
人
宿
を
出
、
大
文
字
山
へ
と
あ
ゆ
み
し
。

そ
の
大
文
字
を
見
て
の
帰
り
、
半
七
の
前
に
現
れ
た
の
は
牡
丹
の
灯
寵
を
挑
げ
た
女

で
は
な
く
て
、
小
さ
な
提
灯
を
さ
げ
た
僧
で
あ
っ
た
。
こ
の
僧
に
導
か
れ
て
、
と
あ

る
庵
に
到
る
。
僧
は
半
七
に
ど
ん
な
恐
し
い
事
を
目
に
し
て
も
決
し
て
声
を
立
て
な

い
よ
う
に
と
戒
め
て
去
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
鬼
の
よ
う
な
異
形
の
も
の
二
十
人
ば

か
り
が
現
れ
て
座
に
つ
く
。
上
座
の
異
形
が
手
を
拍
つ
と
、
痩
せ
細
っ
た
女
が
次
々

に
出
て
来
て
は
念
仏
や
ら
題
目
を
唱
え
て
去
っ
て
行
く
。
そ
の
十
一
番
に
現
れ
た
の

が
、
顔
も
青
ざ
め
痩
せ
衰
え
て
は
い
る
が
、
確
か
に
半
七
の
亡
妻
で
あ
っ
た
。

亡
妻
の
生
前
は
仏
神
へ
の
信
仰
心
も
な
く
、
親
不
孝
で
し
か
も
夫
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
。
そ
れ
に
惜
気
深
い
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
い
ま
は
地
獄
に
お
ち
て
現
世

で
の
責
め
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
は
裸
に
さ
れ
背
中
を
裂
れ
、
灼
熱
の
玉
を

鉢
の
上
に
置
か
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
。
こ
の
様
子
を
見
た
半
七
は
、
僧
の
戒
め
を
忘

れ
て
怒
り
狂
っ
て
と
び
出
す
と
、
辺
り
の
も
の
は
す
べ
て
消
え
失
せ
て
、
た
だ
松
風

ば
か
り
が
淋
し
く
吹
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

妻
に
先
立
た
れ
た
半
七
、
捷
灯
を
挑
げ
た
僧
に
導
か
れ
て
庵
に
到
る
半
七
、
こ
こ

ま
で
は
明
ら
か
に
「
牡
丹
灯
籠
」
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
次
に
展
開
す
る
場
面

は
、
あ
え
か
な
間
借
の
そ
れ
で
は
な
く
、
恐
し
い
冥
府
の
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

「
牡
丹
灯
記
」
に
就
け
ば
、
胃
頭
か
ら
一
気
に
末
段
の
冥
府
の
件
り
へ
と
直
接
す
す

ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
話
は
要
す
る
に
地
獄
物
語
で
あ
る
。
一
体
こ
の
種
の
物

語
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
因
果
応
報
を
目
の
あ
た
り
に
さ
せ
て
、
そ
こ
に
静
観
の
意
を
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含
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
半
七
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
家
財
を
捨
て

て
亡
妻
の
跡
を
弔
い
、
遁
世
し
て
高
野
山
に
の
ぼ
り
仏
門
に
入
る
の
で
あ
る
。

現
世
に
あ
る
者
が
地
獄
の
苦
慮
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
話
は
、
同
じ
『
努
灯
新

話
』
に
「
令
狐
生
冥
夢
録
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
都
奏
し
た
『
伽
稗
子
』
の
「
地
獄
を

見
て
蘇
る
」
（
巻
四
）
の
先
縦
が
あ
っ
た
。

こ
の
話
の
主
人
公
浅
原
新
之
丞
は
儒
学
に
走
り
仏
教
を
借
ぜ
ず
、
地
獄
の
存
在
を

嘲
笑
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
新
之
丑
が
閣
魔
の
使
い
に
引
き
立
て
ら
れ
て
地
獄
に

つ
れ
て
行
か
れ
、
そ
の
恐
ろ
し
い
状
を
見
せ
ら
れ
る
。
後
に
許
さ
れ
て
姿
婆
に
帰
る

が
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
所
為
を
反
省
し
て
、
「
願
は
く
は
地
獄
の
有
様
を
見
せ
て
我

に
愈
々
借
を
起
き
し
め
給
へ
か
し
」
と
、
自
ら
求
め
て
地
獄
に
赴
く
。
す
る
と
山
海

で
猟
漁
殺
生
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
者
、
夫
聖
母
を
盛
り
そ
の
妻
と
密
通
し
た
医

者
、
戒
律
を
犯
し
た
尼
僧
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
に
現
世
で
犯
し
た
罪
科
で
地
獄
の
苦
し

み
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
た
ち
の
悲
惨
の
姿
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
主
人
公
の
名
が
浅
原
新
之
蕊
、
「
牡
丹
灯
篭
」
　
の
そ
れ
が
荻
原
新
之

丞
、
い
ず
れ
も
新
之
丞
で
あ
っ
た
こ
と
に
徴
し
て
も
、
了
意
は
「
牡
丹
灯
籠
」
で
省

い
た
末
隊
を
こ
の
「
地
獄
を
見
て
蘇
る
」
に
委
ね
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
患
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
地
獄
を
見
て
蘇
る
」
は
「
令
狐
生
冥
夢
銀
」
の
忠
実
の

和
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
了
意
が
「
牡
丹
灯
記
」
の
末
段
を
何

ら
の
形
で
都
案
し
た
と
す
れ
ば
、
或
い
は
「
地
獄
を
見
て
蘇
る
」
と
同
趣
の
翻
案
に

な
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
あ
の
宋
段
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
地
獄
物
語
と
し
て
独

立
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
の
都
案
は
、
女
の
執
念
の
激
し
さ
を
主
題
と
す
る
幽
霊

物
語
と
、
地
獄
の
状
を
見
せ
る
な
ど
し
て
仏
教
的
教
戒
を
説
く
地
獄
物
語
の
二
つ
に

分
か
れ
て
浮
世
草
紙
時
代
を
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
は
や
が
て
読

本
時
代
に
入
る
と
、
前
者
は
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
（
安
永
五
）
の
「
曽
備
浮

の
釜
」
に
発
展
し
、
後
者
は
都
賀
庭
鐘
が
『
英
草
子
』
（
寛
延
二
）
で
「
紀
任
重
陰

司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
を
な
す
手
掛
り
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
「
牡
丹
灯
記
」
は
今
後
は
読
本
と
い
う
新
し
い
小
説
形
式
の
中
で
生
か
さ
れ
て
行

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
　
「
芭
蕉
の
葉
の
美
女
」
（
『
鬼
趣
談
義
』
）

（
注
2
）
　
「
『
玉
す
だ
れ
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
日
本
文
学
」
l
九
八
二
・
七
）

（
注
3
）
　
「
首
物
語
と
牡
丹
灯
籠
怪
談
」
（
草
書
江
戸
文
庫
『
官
物
語
怪
談
集
成
』
月
報
）

（
注
4
）
　
「
唐
小
説
と
勢
灯
新
語
」
（
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
）


