
「
牡
丹
灯
記
」

の
受
容
の
系
譜

「
牡
丹
灯
記
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
・
塵
佑
作
『
勇
灯
新
話
』
(
以
下
単
に

『
新
話
』
と
い
う
〉
の
中
の
一
篇
で
あ
る
。
古
来
『
新
話
』
を
言
う
ほ
ど
の
者
は
必

ず
「
牡
丹
灯
記
」
に
ふ
れ
る
こ
と
を
通
例
と
す
る
。
「
牡
丹
灯
記
」
は
紛
れ
も
な
く

『
新
話
』
を
代
表
す
る
一
篇
で
あ
っ
て
、
呉
邦
の
士
山
怪
に
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
わ
が

民
聞
に
関
心
を
持
た
れ
た
も
の
も
珍
し
い
。
そ
れ
が
近
世
の
文
学
に
く
り
返
し
/
¥

〔
注
1
v

受
容
さ
れ
た
様
相
に
つ
い
て
は
旧
く
山
口
剛
氏
の
解
説
が
あ
っ
た
。

日
本
の
怪
談
の
系
譜
を
妖
し
い
神
々
の
神
業
ま
で
遡
っ
た
山
口
氏
の
解
説
は
時
代

は
下
っ
て
、
室
町
時
代
の
末
に
は
『
新
話
』
の
渡
来
に
及
ぶ
。
ま
ず
「
牡
丹
灯
記
」

を
書
き
下
し
て
紹
介
し
た
あ
と
、
『
奇
異
雑
談
集
』
の
「
女
人
死
後
男
を
棺
の
内
へ

引
込
と
ろ
す
事
」
の
訳
に
ふ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
『
伽
稗
子
』
の
「
牡
丹

灯
寵
」
が
、
原
話
の
耕
麗
体
の
美
を
余
す
こ
と
な
く
和
文
に
う
つ
し
た
そ
の
翻
案
ぶ

り
に
ふ
れ
、
併
せ
て
口
碑
巷
説
ま
で
係
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
怪
談
研
究
の
む
ず

か
し
さ
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
模
倣
踏
襲
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
『
雨
月
物
語
』
の

「
官
僚
津
の
釜
」
に
至
る
。
か
く
て
秋
成
を
怪
談
壇
上
の
獅
子
王
と
称
え
た
あ
と
は
、

京
伝
の
『
復
讐
奇
談
安
積
沼
』
で
『
雨
月
』
の
剰
窃
の
あ
と
を
明
か
に
し
、
秋
成
と

の
比
較
を
な
し
、
さ
ら
に
舞
台
に
眼
を
転
じ
て
南
北
の
『
阿
国
御
前
化
粧
鏡
』
と
な

っ
て
名
優
松
助
の
登
場
と
な
る
。
山
口
氏
の
解
説
は
な
お
も
つ
い

A

い
て
最
後
は
例
に

よ
っ
て
円
朝
の
名
調
子
『
怪
談
牡
丹
灯
龍
』
と
な
っ
て
お
わ
る
。
顧
み
て
『
奇
異
雑 (一〉

太
万
川

清

談
集
』
を
淵
源
と
す
る
と
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
系
譜
は
そ
の
ま
ま
近
世
怪
談
文
学
の

凡
そ
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
に
な
っ
て
も
『
新
話
』
の
紹
介
を
「
牡
丹
灯
記
」
の
系
譜
を
も
っ
て
す
る
こ

と
に
変
り
は
な
か
っ
た
。
村
上
知
行
氏
の
『
全
訳
勢
灯
新
話
』
(
昭
和
二
九
年
・
中

央
公
論
社
)
や
飯
塚
朗
民
の
東
洋
文
庫
『
勢
灯
新
語
』
(
昭
和
四

O
年
・
平
凡
社
〉

の
解
説
も
、
そ
の
大
方
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
受
容
の
様
相
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
「
牡
丹
灯
記
」
は
確
か
に
『
新
話
』
を
代
表
す
る
一
篇
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど

ま
で
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
魅
力
が
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
知
る
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
わ

が
固
に
お
け
る
受
容
の
あ
と
を
も
う
一
度
た
ど
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。、
L
V

「
牡
丹
灯
記
」
の
魅
力
そ
れ
は
ま
た
『
新
語
』
の
そ
れ
で
も
あ
っ
・
た
。
露
伴
が

「
筆
力
は
弱
い
が
藻
絵
締
麗
」
(
「
怪
談
」
)
と
評
し
た
そ
の
艶
か
な
文
彩
と
妖
し
い

内
容
と
は
、
こ
れ
に
接
し
た
誰
も
が
『
新
話
』
に
肖
っ
て
わ
が
国
ぶ
り
に
う
し
て
み

た
い
と
思
っ
た
の
も
蓋
し
自
然
の
情
で
は
な
か
っ
た
か
。
山
口
氏
が
『
奇
異
雑
談
集
』

の
作
者
に
か
わ
っ
て
、
そ
の
時
の
感
激
を
こ
う
言
っ
て
い
る
。

ユ1
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灯
の
下
、
し
づ
か
に
新
渡
の
事
を
播
と
け
ば
、
ほ
の
め
く
唐
紙
の
香
に
人
は
も

ぅ
海
の
か
な
た
へ
と
誘
は
れ
る
。
事
の
不
息
叢
を
伝
へ
る
魔
佑
の
幾
震
な
筆

は
、
ま
た
夢
の
国
へ
と
つ
れ
て
行
く
。
ふ
と
覚
め
て
は
、
そ
の
ま
ゝ
消
し
て
し

ま
う
の
は
惜
し
い
歓
喜
で
あ
る
。
珍
し
い
幽
霊
は
な
し
を
せ
め
て
わ
が
国
ぶ
り

に
う
つ
し
て
見
た
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
そ
の
中
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
ほ
か
二
話
を
手
始
め
に
翻
訳
す
る
の
で
あ

っ
た
と
言
う
。

こ
の
訳
者
を
言
わ
れ
る
よ
う
に
中
村
某
と
す
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
何
人
で
あ
れ
、
新
津
の
『
新
語
』
を
誰
よ
り
も
先
立
っ
て
露
介
す
る
人

の
感
激
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

新
渡
に
努
灯
新
語
と
い
ふ
蕃
あ
り
、
脊
異
な
る
物
語
を
あ
つ
め
た
る
書
な
り
、

今
l
≡
ヶ
条
を
取
て
こ
ゝ
に
の
す
る
な
り
、
勢
灯
と
は
蝋
燭
の
心
を
き
る
な

り
、
夜
ふ
く
る
ま
で
か
た
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、

と
書
き
進
む
こ
の
人
の
心
の
と
き
め
き
が
、
い
ま
に
も
伝
わ
っ
て
来
る
思
い
が
す
る

の
で
あ
る
。

魔
佑
の
艶
震
な
筆
の
虜
は
こ
の
人
ば
か
り
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
碩
儒
林

羅
山
の
若
き
日
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
羅
山
に
は
「
牡
丹
灯
詩
」
な
る
も
の
が
あ

っ
て
、
ま
ず
『
新
話
』
と
の
奇
し
き
出
会
い
を
前
書
き
す
る
。

昔
日
山
陽
才
人
著
努
灯
新
語
　
其
中
有
日
牡
丹
灯
記
者
　
庚
千
歳
　
予
読
此
記

則
知
寄
生
之
感
軽
符
女
之
妖
震
井
攫
老
之
文
章
也
　
予
始
不
蔵
此
本
　
辛
丑
春

見
之
千
春
車
　
両
購
之
帰
宅
　
其
後
句
読
焉
　
朱
基
点
焉
　
撞
翫
吟
詠
薄
着
久

也
英
　
雄
近
代
之
文
詩
　
而
不
験
及
者
有
之
　
其
牡
丹
灯
者
有
正
月
元
宵
之
事

也
　
今
日
上
元
於
是
乎
書

庚
子
は
慶
長
五
年
（
〓
ハ
○
○
）
で
あ
る
。
こ
の
年
若
冠
十
八
歳
の
羅
山
は
『
新
語
』

を
一
読
し
、
と
り
わ
け
「
牡
丹
灯
記
」
に
心
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
寄
生
と

符
女
の
妖
し
い
ま
で
の
あ
え
か
な
交
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
作
者
攫
佑
の
艶
麗
な
文

章
が
た
ん
と
し
て
も
魅
力
で
あ
っ
た
。
翌
六
年
の
春
、
い
ず
こ
の
事
韓
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
『
新
語
』
一
本
を
購
う
磯
会
を
得
て
撞
翫
吟
詠
し
て
措
く
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
日
、
恰
も
正
月
十
五
日
、
寄
生
符
女
の
は
じ
め
て
の
逢
う
瀬
と

な
っ
た
上
元
の
日
に
因
ん
で
羅
山
も
ま
た
l
詩
を
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

鋲
閉
演
下
有
喬
生
　
月
夜
相
違
符
震
卿

誰
道
牡
丹
不
成
事
　
元
来
精
鬼
在
灯
築

こ
の
世
の
も
の
で
な
い
二
人
の
妖
し
く
艶
か
な
交
情
の
さ
ま
に
思
い
を
駆
せ
な
が

ら
、
若
い
羅
山
の
心
は
い
ま
だ
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
幽
冥
の
境
へ
と
誘
わ
れ
て
行

く
の
で
あ
る
。

羅
山
の
『
新
語
』
の
愛
読
は
翌
慶
長
七
年
に
な
っ
て
も
続
く
、
そ
し
て
、
こ
の
年

冬
十
月
五
日
の
夜
、
つ
い
に
読
破
し
て
そ
れ
に
験
を
識
す
。

壬
寅
之
冬
十
月
初
五
於
旅
軒
灯
下
而
終
朱
墨
之
点
　
書
生
林
借
勝
識
之
（
羅
山

文集）

こ
ゝ
で
い
う
旅
軒
と
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
ち
な
み
に
「
羅
山
年
譜
」
（
「
林
羅
山

集
付
銀
」
所
収
）
を
検
す
な
ら
、
壬
寅
す
な
わ
ち
慶
長
七
年
の
条
に
、

先
生
二
十
歳
　
今
秋
芝
舟
　
経
歴
西
海
到
肥
前
長
崎
　
寓
居
経
月
而
帰

と
あ
る
。
も
し
こ
れ
と
符
合
さ
せ
得
る
な
ら
旅
軒
は
長
崎
で
の
こ
と
と
な
る
。
さ
ら

に
言
う
な
ら
長
崎
在
の
通
事
に
で
も
訊
ね
て
難
解
の
訓
点
の
ひ
と
つ
ふ
た
つ
を
乱
す

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
敢
て
「
旅
軒
灯
下
」
と

鼓
し
た
と
こ
ろ
に
『
新
吉
』
に
寄
せ
た
羅
山
の
言
い
知
れ
な
い
関
心
が
窺
れ
、
こ
の

異
国
情
緒
の
漂
う
長
崎
の
旅
宿
で
『
新
語
』
を
読
破
す
る
こ
と
に
は
一
入
の
も
の
が

あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

さ
ら
に
遡
る
と
、
京
都
五
山
の
禅
僧
周
麟
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
周
鱗
は
字
を

景
徐
、
永
享
十
二
年
（
l
四
四
〇
）
生
ま
れ
。
五
歳
に
し
て
京
都
相
国
寺
に
入
り
、

の
ち
各
所
の
寺
々
に
歴
任
し
て
帯
び
相
国
寺
に
も
ど
っ
て
永
正
十
五
年
（
一
五
一
四
）

に
入
寂
し
た
。
こ
の
禅
僧
の
詩
文
集
『
翰
林
朝
芦
集
』
に
「
読
鑑
潮
夜
乾
記
」
と
題

し
た
七
絶
が
あ
る
。

銀
河
刺
上
鑑
湖
舟
　
月
落
天
孫
窃
夜
道



牡丹灯記の受容の系譜H

ユ3

又
恐
虚
名
滞
人
口
　
牛
郎
令
有
辟
陽
侯

こ
の
詩
の
左
注
に
は
壬
寅
秋
の
作
と
あ
っ
て
こ
れ
を
文
明
十
四
年
二
四
八
二
）
と

（注∩】）

す
る
沢
田
瑞
穂
氏
の
説
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
新
語
』
の
渡
来
は

（注3）

そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
沢
田
氏
に
よ
れ
ば
、
禅
僧
策
彦
周
良
の
入
明

記
『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』
の
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
十
月
十
五
日
に
『
新
語
』
及

び
『
勢
灯
余
話
』
を
寧
波
で
購
っ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
策
彦
は
、
そ
の

翌
年
帰
国
し
た
か
ら
『
新
話
』
は
そ
の
際
、
携
い
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
『
新

語
』
渡
来
の
別
の
経
緯
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
察
す
る
に
『
新
話
』
は
ま
ず
五
山
の

禅
林
あ
た
り
で
翫
れ
、
や
が
て
坊
間
に
出
廻
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

（注4）

か
。
五
山
の
禅
僧
が
か
か
る
類
の
文
物
を
翫
し
た
こ
と
は
青
木
正
児
氏
の
言
う
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
『
奇
異
雑
談
集
』
の
都
訳
も
そ
の
辺
り
の
所
為
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
。

ニ

『
奇
異
雑
談
集
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
さ
て
措
き
、
果
た
し
て
そ
れ
が
新
渡
第
一

の
編
介
で
あ
っ
た
か
予
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
『
奇
異
雑
談
集
』
の
作
者
は
言
う
。

新
渡
に
努
灯
新
語
と
い
ふ
蕃
あ
り
、
奇
異
な
る
物
語
を
あ
つ
め
た
る
蕃
な
り
、

今
二
三
ヶ
条
を
取
て
こ
ゝ
に
の
す
る
也
、
努
灯
と
は
蝋
燭
の
心
を
き
る
な
り
、
夜

ふ
く
る
ま
で
か
た
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
新
話
と
は
旧
勢
灯
夜
話
と
い
ふ
事

あ
り
、
事
ふ
り
た
る
ゆ
へ
に
あ
た
ら
し
き
事
ど
も
を
か
た
る
ゆ
へ
に
新
語
と
い

ふ
な
り
、
今
唐
の
こ
と
ば
を
や
は
ら
げ
日
本
の
こ
と
ば
に
な
し
て
記
す
る
な
り

敢
て
「
新
渡
」
と
言
う
気
概
に
太
邦
初
訳
を
窺
う
の
で
あ
る
が
、
富
士
昭
雄
氏
の

紹
介
票
東
寺
本
の
『
漢
和
希
夷
』
は
、
明
か
に
『
奇
異
雑
談
集
』
の
嘉
の
写
本

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
件
の
『
新
語
』
　
つ
い
て
言
う
と
こ
ろ
は
、

斯
波
二
努
灯
ノ
新
語
土
石
書
ア
リ
　
勢
灯
ノ
夜
話
上
方
フ
ニ
対
シ
テ
名
付
ル
書

也
　
努
灯
ハ
蝋
燭
ノ
心
ヲ
勢
テ
深
更
ニ
テ
語
ル
上
京
名
也
　
奇
異
ノ
古
事
ヲ
集

メ
タ
ル
也

『
奇
異
雑
談
集
』
の
件
の
叙
述
は
こ
れ
を
敷
街
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
富
士
氏
は

「
刊
本
の
よ
う
な
平
仮
名
ま
じ
り
の
文
か
ら
、
東
寺
本
の
ご
と
き
漠
文
体
が
書
写
・

成
立
し
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
」
と
『
漢
和
希
夷
』
の
先
行
を
説
く
。
そ

う
考
え
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
『
襲
和
希
英
』
の
作
者
こ
そ
『
新
話
』

の
斯
波
第
一
の
紹
介
者
で
あ
り
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
最
初
の
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
の
人
物
を
冨
士
民
は
末
寺
所
縁
の
僧
侶
と
推
定
す
る
が
、
そ
の
他
の

こ
と
は
不
明
と
言
う
。

さ
て
両
者
の
『
新
話
』
郵
秦
に
か
ゝ
わ
る
件
の
叙
述
を
比
較
す
る
な
ら
、
「
今
二

三
ヶ
条
を
取
て
こ
1
に
の
す
る
也
」
と
、
「
今
唐
の
こ
と
ば
を
や
は
ら
げ
日
本
の
こ

と
ば
に
な
し
て
記
す
る
な
り
」
　
の
二
つ
の
叙
述
が
『
奇
異
雑
談
集
』
で
加
わ
る
。
そ

れ
を
加
え
た
『
奇
異
雑
談
集
』
に
は
明
か
に
翻
訳
者
と
し
て
の
自
覚
が
認
め
ら
れ
、

そ
し
て
そ
の
自
覚
は
や
が
て
読
者
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
『
漢
和
希
夷
』

に
は
そ
う
し
た
自
覚
も
意
識
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
好
学
の
僧
の
文
才
に
ま
か

せ
た
手
す
さ
び
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
う

し
た
態
度
は
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
都
案
で
も
あ
ら
わ
れ
る
。

努
灯
ノ
新
吉
二
双
頭
ノ
牡
丹
灯
ノ
記
土
石
物
ヲ
載
ク
リ
　
牡
丹
ノ
枝
ノ
頭
ニ
ハ

リ
タ
ル
也
　
唐
ニ
ハ
三
元
下
降
ノ
目
上
宇
三
年
三
二
度
天
帝
天
降
人
間
ノ
善

悪
業
ヲ
記
ス
ル
ヲ
条
ル
也
　
正
月
十
五
日
ヲ
上
元
土
石
　
此
夜
ヲ
元
宵
ト
モ
云

也
　
七
月
十
五
日
ヲ
中
元
十
月
十
五
日
ヲ
下
元
上
石
　
上
元
ノ
夜
殊
二
家
二
灯

ヲ
明
シ
テ
天
帝
ヲ
祭
ル
也
　
即
是
七
月
香
赴
十
五
日
二
霊
鬼
ヲ
祭
日
二
当
ル
也

こ
れ
を
「
唐
の
こ
と
ば
を
や
は
ら
げ
日
本
の
こ
と
ば
に
な
し
て
記
し
」
た
『
奇
異
雑

談
集
』
で
は
、
見
知
ら
ぬ
風
俗
習
慣
に
対
す
る
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
旺
盛
で

ある。

唐
に
は
正
月
十
五
日
の
夜
。
家
々
の
門
に
と
も
し
び
を
あ
か
し
、
種
々
い
ざ
や

ぅ
の
と
う
ろ
を
は
り
て
、
門
に
か
く
る
ゆ
へ
に
、
男
女
諸
人
是
を
み
て
、
暁
に

い
た
る
ま
で
あ
そ
び
あ
り
く
事
、
日
本
の
盆
の
ご
と
く
な
り
。
是
は
三
元
下
降

の
日
と
い
ふ
て
、
一
年
堅
二
度
天
帝
あ
ま
く
だ
り
て
、
人
間
の
善
業
悪
業
を
記
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す
る
日
也
。
正
月
十
五
日
を
上
元
と
い
ふ
。
此
夜
を
元
宮
と
も
元
夕
と
も
い
ふ

な
り
。
七
月
十
五
日
を
中
元
と
い
ふ
。
十
月
十
五
日
を
下
元
と
い
ふ
な
り
。
此

ゆ
へ
に
唐
に
は
、
上
元
の
夜
家
々
の
門
に
、
と
も
し
び
を
あ
か
し
て
天
帝
を
ま

つ
る
。
す
な
わ
ち
是
七
月
有
卦
。
十
五
日
に
鬼
霊
を
ま
つ
る
日
な
り
。

牡
丹
灯
記
　
牡
丹
の
枝
の
さ
き
に
、
花
二
つ
あ
ひ
な
ら
ぷ
か
た
ち
を
灯
髄
に

は
る
な
り
。
是
を
双
頭
の
牡
丹
灯
と
い
ふ
な
り
。

日
本
で
は
馴
染
の
な
い
「
元
夕
張
灯
」
は
、
「
日
本
の
盆
の
ご
と
く
な
り
」
と
七
月

の
孟
蘭
盆
に
捉
え
て
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

か
く
し
て
「
牡
丹
灯
記
」
が
人
々
の
前
に
出
る
こ
と
に
な
る
、
『
漢
和
希
英
』
が

一
介
の
僧
侶
の
手
す
さ
び
で
あ
っ
た
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
『
奇
異
雑
談
集
』
は
確

か
に
新
渡
第
一
の
露
介
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
牡
丹
灯
記
」
の
わ
が
国
の
文
学
へ
の
影
響
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な

る。

三

『
奇
異
雑
談
集
』
の
訳
者
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
題
名
を
付
し
て
物
語
の
存
在
を
明

か
に
し
た
。
そ
れ
を
刊
行
に
際
し
て
「
女
人
死
後
男
を
棺
の
内
へ
引
込
こ
ろ
す
事
」

と
内
容
に
従
っ
て
名
付
け
た
。
『
漢
和
希
黄
』
の
無
題
か
ら
写
本
『
奇
異
雑
談
集
』

の
「
牡
丹
灯
の
事
」
、
そ
し
て
刊
本
の
そ
れ
と
連
ね
て
み
れ
ば
、
そ
れ
～
ぐ
l
l
の
に
理

由
が
あ
る
。
刊
本
は
仮
名
草
子
の
怪
異
小
説
の
例
に
な
ら
っ
て
内
容
に
則
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「
男
を
と
り
殺
す
」
と
言
っ
た
題
名
は
見
慣
れ
て
も
「
棺
の

内
へ
引
込
こ
ろ
す
事
」
と
い
う
の
は
い
か
に
も
斬
新
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
亡
女
の
男

に
寄
せ
る
愛
執
と
怨
念
の
交
錯
す
る
異
常
な
妖
気
が
漂
い
は
し
ま
い
か
。
そ
の
拠
る

と
こ
ろ
は
、
寄
生
が
貌
法
師
の
戒
を
忘
れ
て
湖
心
寺
に
到
り
金
蓮
に
呼
び
と
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

将
及
寺
門
　
則
見
金
蓮
迎
拝
干
前
日
　
娘
子
久
待
　
何
一
向
薄
情
如
是
　
遂
与

生
倶
入
酉
廊
　
直
抵
室
中
　
女
宛
然
在
坐
　
数
之
日
　
妾
与
君
素
非
相
識
　
偶

々
於
灯
下
一
月
　
感
君
之
意
　
遂
以
全
体
事
君
　
碁
往
朝
来
　
於
君
不
帝
　
京

何
倍
妖
道
士
之
言
　
遽
生
疑
惑
　
便
欲
永
絶
　
蒋
倖
如
是
　
妾
恨
君
深
臭
　
今

幸
得
見
　
豊
能
相
捨
　
即
撞
生
手
　
至
柩
前
　
柩
忽
自
閉
　
擁
之
同
人
　
随
即

閉
兵
　
生
遂
死
於
枢
中

符
女
は
寄
生
の
手
を
と
っ
て
柩
前
に
行
く
、
柩
の
蓋
は
自
ず
と
開
い
て
、
喬
生
を
沸

し
て
そ
の
中
に
入
る
。
す
る
と
蓋
は
閉
じ
て
し
ま
う
。
怪
異
文
学
が
恐
怖
を
問
題
と

す
る
な
ら
、
こ
こ
は
文
句
な
く
圧
巻
で
あ
る
。

し
か
る
に
『
奇
異
雑
談
集
』
で
は
肝
腎
な
こ
の
部
分
は
な
ぜ
か
省
か
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
こ
ゝ
を
省
い
て
帰
宅
し
な
い
寄
生
を
不
審
に
患
っ
た
知
音
が
湖
心
寺
に
赴

き
柩
中
に
喬
生
を
発
見
す
る
件
に
繋
い
で
筋
の
上
で
滞
り
が
な
い
。
『
漢
和
希
夷
』

も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
奇
異
雑
談
集
』
は
直
接
『
新
語
』
を
参
照
す
る
こ

と
も
な
く
た
だ
『
漢
和
希
英
』
を
ひ
ら
が
な
交
り
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
末
段
の
三
霊
の
供
書
と
鉄
冠
道
人
の
判
詞
を
省
く
の
も
同
様
で
あ

っ
た
。
大
体
こ
の
末
段
を
、
た
ゞ
　
「
道
人
言
ヲ
以
テ
詞
糞
ス
ル
コ
ト
長
久
シ
三
人
皆

伏
シ
テ
諸
処
」
と
略
し
た
の
も
ス
ト
リ
ー
中
心
の
処
置
で
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
翻
訳

も
要
は
説
話
的
な
興
味
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
き
く
省
か
れ
た
こ
の
二
ヶ
所
は
い
ず
れ
も
「
牡
丹
灯
記
」
　
の
核
心
部
分

で
あ
る
。
怪
談
文
学
か
ら
言
え
ば
前
者
が
肝
腎
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
亡
女
の
邪
稀
と

強
調
す
る
道
義
を
問
題
と
す
る
な
ら
後
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
を
省
い

た
と
い
う
な
ら
こ
の
訳
者
の
関
心
は
明
か
に
牡
丹
灯
を
挑
げ
る
金
蓮
町
前
導
さ
れ
る

寄
生
符
女
の
二
人
の
妖
艶
な
姿
で
あ
り
、
山
口
氏
の
い
う
、
そ
れ
を
彩
る
艶
麗
な
筆

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
山
口
氏
は
言
う
。

攫
佑
の
筆
は
そ
の
頃
の
流
行
を
避
け
て
、
時
代
の
言
葉
で
典
雅
な
趣
を
見
せ
て
、

遠
く
唐
代
の
伝
奇
を
凌
ぎ
、
魂
晋
の
小
説
を
向
う
に
ま
は
さ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
…
…
鮮
麗
体
の
美
を
限
り
な
く
発
揮
し
ょ
う
と
す
る
の
が
彼
の
苦
心
で
あ

る。

だ
が
『
奇
異
雑
談
集
』
は
所
詮
は
、
『
漢
和
希
英
』
を
和
文
体
に
か
え
た
だ
け
の
も
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の
で
あ
っ
た
か
ら
、
故
事
を
引
き
成
語
を
駆
使
し
て
含
等
に
富
む
『
新
語
』
の
新
震

体
の
美
な
ど
俄
か
に
訳
せ
お
お
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て

『
新
語
』
が
確
か
に
わ
が
国
の
も
の
に
な
る
に
は
、
『
努
灯
新
話
句
解
』
の
渡
来
ま

で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

四

『
努
灯
新
詩
句
解
』
（
以
下
単
に
『
句
解
』
と
言
う
）
は
朝
鮮
の
李
朝
明
宗
勒
（
一

五
四
六
－
一
五
六
六
）
林
苦
の
集
釈
に
よ
る
も
の
で
『
新
話
』
の
琵
釈
書
で
あ
る
。

慶
安
元
年
の
二
条
鶴
置
町
の
仁
左
衛
門
版
が
わ
が
国
で
は
最
初
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

ょ
っ
て
『
新
話
』
の
読
解
は
容
易
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
『
句
解
』
の
和
訳

本
と
も
い
う
べ
き
も
の
ま
で
出
て
、
『
新
語
』
　
へ
の
関
心
は
さ
ら
に
高
ま
る
の
で
あ

る
D

慶
安
年
間
作
か
と
言
わ
れ
る
『
霊
怪
草
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
で
は
わ
が
国
の

仏
教
的
霊
験
談
に
併
せ
て
『
新
語
』
か
ら
八
第
を
採
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
も
勿

論
「
牡
丹
灯
記
」
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
訳
者
は
池
田
正
式
、
号
を
蚕
斉
、
大
和
郡

山
藩
士
で
あ
っ
た
が
致
任
し
て
奈
良
に
居
住
し
、
貞
徳
門
に
あ
っ
て
俳
譜
を
嗜
み
、

和
漢
の
学
識
に
も
秀
で
、
か
つ
文
才
も
豊
か
で
あ
っ
た
。

正
式
の
訳
は
『
新
語
』
の
本
文
に
加
え
て
注
記
を
も
取
り
入
れ
た
仮
名
交
り
の
も

の
で
あ
る
。

も
ろ
こ
し
大
元
の
世
の
す
へ
つ
か
た
、
台
州
人
に
司
利
鞘
科
矧
習
ヨ
司
割
引

の
兵
を
お
こ
し
て
斯
東
と
云
所
に
こ
も
れ
り
。
断
案
は
杭
州
府
な
り
。
斬
江
道

和
魂
到
れ
圃
例
刻
封
封
。
其
所
の
明
州
に
毎
年
正
月
上
元
の
ゆ
ふ
べ
よ
り
廿
日

ま
で
灯
を
と
ぼ
す
詰
聖
日
本
賢
七
月
の
う
ら
ぽ
ん
の
ま
つ
り
に
お
な
じ

史
記
に
漠
の
世
に
太
乙
の
皐
を
ま
つ
る
に
、
夜
も
す
が
ら
だ
ん
を
か
ざ
り
灯
を

つ
ら
ね
て
ま
つ
る
事
有
。
正
月
七
日
の
上
元
な
り
。
今
の
人
　
灯
を
た
つ
る
は

句
習
引
。
此
ゆ
ふ
べ
貴
と
な
く
膿
と
な
く
老
少
男
女
出
て
み
る

事
お
び
た
ゞ
し
。
殉
功
東
面
封
轡
明
野
至
正
二
十
年
庚
子
の
と
し
寄
生
と
云

も
の
あ
り
。
寧
波
府
の
鏡
明
嶺
の
ふ
も
と
に
お
れ
り
。
は
や
く
か
た
ら
い
し
つ

ま
に
お
く
れ
て
ふ
か
く
な
げ
き
、
や
も
め
ず
み
に
て
心
や
る
か
た
も
な
く
、
か

ゝ
る
折
に
も
出
て
物
見
る
事
も
せ
ず
。

傍
線
は
仮
り
に
『
旬
解
』
の
注
記
転
よ
る
と
こ
ろ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
巧
み
に
行
文
に
填
め
こ
ん
で
本
文
と
し
た
も
の
で
、
大
方
は
そ
れ
で
説
明
が
つ
く

の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
説
明
が
必
要
と
な
れ
ば
、
そ
の
語
句
を
と
り
た
て
注
記
す

る
。
た
と
え
ば
喬
生
が
湖
心
寺
に
入
っ
て
符
女
の
柩
を
発
見
す
る
が
、
そ
の
傍
に
あ

っ
た
「
盟
器
」
に
つ
い
て
、

盟
器
ハ
死
人
ノ
ハ
フ
ル
ト
キ
、
ト
モ
ヲ
サ
ス
ル
カ
タ
シ
ロ
則
傭
ナ
リ
。
又
ヒ
ツ

キ
ヲ
ウ
ツ
マ
ズ
シ
テ
カ
リ
ニ
ヲ
ク
コ
ト
ハ
　
モ
ロ
コ
シ
ノ
習
エ
、
他
国
ニ
テ
シ

ヌ
レ
ハ
ソ
ノ
シ
カ
イ
ヲ
古
里
へ
モ
チ
テ
カ
ヘ
リ
ハ
フ
ル
ナ
リ
。
此
女
ノ
ヲ
ヤ
奉

化
州
ノ
守
護
ニ
ナ
リ
テ
ヲ
ル
中
二
女
シ
ニ
ケ
レ
ハ
、
古
里
へ
ト
ラ
ソ
ト
テ
カ
リ

ニ
ヒ
ツ
キ
ヲ
ヲ
ケ
ル
ト
、
、
、
へ
タ
リ
。

二
語
二
句
た
り
と
も
省
い
て
ほ
な
ら
な
い
の
が
こ
の
訳
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

『
漢
和
希
英
』
や
『
奇
異
雑
談
集
』
で
省
か
れ
た
末
段
の
件
も
当
然
採
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
本
文
に
訓
点
を
付
し
、
こ
れ
と
い
う
語
句
に
は
片
仮
名
交
り
で

注
記
し
、
そ
の
あ
と
供
書
の
概
要
を
記
す
の
も
『
句
解
』
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
忠
実
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
寄
生
符
女
の
歓
楽
を

措
く
情
緒
的
な
場
面
と
な
る
と
そ
の
態
度
一
変
し
て
自
由
に
な
る
。
符
女
を
単
に
女

と
言
い
、
喬
生
を
男
と
言
っ
て
、
そ
の
男
が
女
を
家
に
誘
う
と
こ
ろ
は
、

夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
一
夜
の
や
ど
を
か
し
給
へ
と
男
と
つ
れ
て
た
ち
へ
る
。

っ
れ
た
る
め
の
わ
ら
は
の
名
は
金
蓮
と
云
を
よ
び
て
、
汝
は
帰
り
て
あ
か
つ
き

に
む
か
へ
に
物
せ
よ
と
い
ひ
て
お
と
こ
と
手
取
か
ほ
し
ね
や
に
入

ち
な
み
に
『
新
語
』
で
は
、
金
蓮
は
符
女
と
同
道
し
て
寄
生
の
と
こ
ろ
へ
、
『
奇
異

雑
談
集
』
で
は
同
道
し
た
金
蓮
を
端
の
間
に
控
え
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
帰
し
て
し
ま

ぅ
な
ど
、
そ
れ
、
′
ぐ
の
訳
者
そ
れ
な
り
の
思
惑
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
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て
、
そ
の
夜
も
明
け
た
後
朝
と
も
な
れ
ば
、

お
と
こ
い
よ
く
あ
は
れ
に
覚
え
て
春
の
夜
の
明
け
や
す
き
を
か
こ
ち
　
か
た

ら
い
あ
か
す
。
夜
も
や
う
く
明
け
な
ん
と
す
又
此
碁
に
は
か
な
ら
す
と
ち
き

り
て
お
き
わ
か
れ
ぬ
。
明
ぬ
れ
ば
、
く
る
る
物
と
は
し
り
な
が
ら
、
く
る
ゝ
を

お
そ
し
と
ま
ち
わ
び
ぬ
。
く
る
れ
ば
頓
て
き
た
り
、
夜
か
れ
も
せ
で
か
よ
ひ
く

る
事
半
月
は
か
り

『
新
語
』
で
は
「
天
明
辞
別
而
去
及
暮
則
又
至
如
是
老
将
半
月
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、

訳
文
で
は
「
明
け
ぬ
れ
ば
く
る
ゝ
も
の
と
は
し
り
な
が
ら
な
は
恨
め
し
き
朝
ぼ
ら
け

か
な
」
（
後
拾
遺
集
）
の
古
歌
を
謄
え
る
な
ど
原
話
の
生
硬
な
漠
文
体
も
一
転
し
て

薇
都
と
し
た
和
文
脈
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
や
が
て
出
る
『
伽
稗
子
』

の
都
案
を
患
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

五

浅
井
了
意
の
『
伽
脾
子
』
は
そ
れ
よ
り
十
四
、
五
年
後
の
寛
文
六
年
（
〓
ハ
六
六
）

に
出
た
。
了
意
は
『
新
語
』
か
ら
十
九
篇
も
の
多
く
を
範
奏
し
た
の
で
あ
る
が
、
就

中
「
牡
丹
灯
記
」
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
「
伽
稗
子
」
の
書
名
が
こ

れ
に
因
ん
で
い
た
こ
と
で
も
察
し
が
つ
く
。
題
名
も
一
字
違
い
の
「
牡
丹
灯
髄
」
で

あ
l
っ
た
。

さ
て
、
翻
案
は
翻
訳
と
違
っ
て
つ
と
め
て
原
話
の
漠
臭
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
し
て
『
脊
異
雑
談
免
』
の
よ
う
に
、
彼
の
地
の
風
俗
習
慣
に
興
味
を
寄
せ
た
り
街

学
的
に
な
っ
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

原
話
の
至
正
庚
子
歳
（
二
二
六
〇
）
は
日
本
の
元
文
戌
申
（
l
五
四
八
）
と
な
っ

た
。
「
新
語
」
の
成
立
の
洪
武
十
一
年
二
三
七
八
）
は
、
「
牡
丹
灯
記
」
の
時
代
を

経
る
こ
と
わ
ず
か
に
十
八
年
、
不
思
議
な
物
語
に
そ
れ
な
り
の
信
憑
性
と
迫
真
性
を

求
め
る
な
ら
い
さ
さ
か
近
す
ぎ
は
し
ま
い
か
。
自
ず
と
『
新
語
』
の
作
者
の
創
作
意

図
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
徒
に
信
憑
性
や
迫
真
性
を
期
待
す

る
の
で
は
な
く
、
要
は
時
代
は
な
れ
の
雅
文
で
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
不
思
議
な
幻
妖

の
世
界
を
読
者
の
目
の
前
に
提
供
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
了
意
の

天
文
戌
串
は
『
伽
妹
子
』
の
刊
行
を
遡
る
こ
と
実
に
百
十
八
年
、
怪
異
を
語
っ
て
迫

真
性
を
殺
ぐ
ほ
ど
遠
く
で
は
な
く
、
信
憑
性
を
失
う
ほ
ど
の
近
く
で
も
な
い
。
序
文

に
「
遠
く
古
へ
を
と
る
に
あ
ら
ず
、
近
く
聞
伝
へ
し
こ
と
を
戴
せ
あ
つ
め
て
し
る
し

あ
ら
は
す
」
と
言
う
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
仮
名
草
子
の
怪
異
小
説
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
教
訓
を
も
配
慮
し
た
所
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

都
案
で
は
時
代
、
場
所
、
人
物
を
別
の
世
界
に
移
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
別
の
文
学

を
作
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
了
意
は
原
話
の
「
鏡
明
旗
下
」
を
京
五
条
京
極
と
、

華
や
か
な
京
の
町
の
一
画
に
と
っ
た
。
高
田
衛
兵
賢
貸
「
鎮
明
旗
下
」
は
明
州

の
町
の
目
抜
き
通
り
だ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
遇
盆
の
一
致
と
い
う
外
は
な

い
。
原
話
の
こ
と
は
い
ざ
知
ら
ず
了
意
の
場
合
は
、
つ
い
で
出
る
精
霊
条
の
賑
い
を

予
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
元
夕
張
灯
」
を
孟
蘭
盆
の
精
霊

条
の
灯
寵
と
し
た
の
は
、
『
奇
異
雑
談
集
』
が
「
日
本
の
盆
の
ご
と
く
な
り
」
と
し
、

ま
た
『
霊
怪
事
』
が
「
日
本
に
て
七
月
の
う
ら
ぽ
ん
の
ま
つ
り
に
お
な
じ
」
と
言
っ

た
先
縦
が
あ
っ
た
が
、
さ
も
な
く
も
孟
蘭
盆
の
精
霊
条
こ
そ
亡
者
の
物
語
の
時
と
し

て
、
題
名
の
「
牡
丹
灯
寵
」
に
ぴ
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

年
毎
の
七
月
十
五
日
よ
り
廿
四
日
ま
で
は
聖
霊
の
た
な
を
か
ざ
り
、
家
々
こ
れ

を
ま
つ
る
。
又
い
ろ
く
の
灯
寵
を
作
り
て
、
或
は
条
の
棚
に
と
も
し
、
或
は

町
家
の
軒
に
と
も
し
、
又
聖
霊
の
塚
に
を
く
り
て
、
石
塔
の
ま
へ
に
と
も
す
。

そ
の
灯
寵
の
か
ざ
り
物
、
あ
る
ひ
は
花
鳥
、
あ
る
ひ
は
草
木
、
さ
ま
ぐ
・
し
は

ら
し
く
つ
く
り
な
し
て
、
そ
の
中
に
と
も
し
び
と
も
し
て
夜
も
す
が
ら
か
け
を

く
。
こ
れ
を
見
る
人
道
も
き
り
あ
へ
ず
、
又
そ
の
あ
ひ
だ
に
を
ど
り
子
ど
も
あ

つ
ま
り
、
声
よ
き
音
頭
に
頒
帯
出
さ
せ
、
ふ
り
よ
く
を
ど
る
事
、
都
の
町
々
、

上
下
み
な
か
く
の
ご
と
し
。

こ
こ
に
は
原
話
の
面
影
は
さ
ら
に
な
く
、
す
っ
か
り
京
の
町
の
精
霊
条
に
か
え
ら
れ

て
い
る
。
小
町
席
を
彩
る
灯
寵
の
飾
り
の
車
に
は
牡
丹
の
花
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
あ
る
ひ
ほ
花
鳥
、
あ
る
ひ
は
草
木
、
さ
ま
、
′
ハ
ト
し
ほ
ら
し
く
つ
く
り
な
し
」
と
、
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そ
れ
と
な
く
牡
丹
灯
の
説
明
を
す
る
の
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

寄
生
は
荻
原
新
之
丞
と
な
る
が
「
初
喪
其
柄
。
鰊
居
無
柳
。
不
復
出
道
。
但
借
門

庁
立
而
己
」
と
い
う
喬
生
と
は
違
っ
て
妻
に
死
別
し
た
無
覗
き
を
一
層
明
な
も
の
に

し
、
こ
れ
に
和
歌
ま
で
詠
ま
せ
て
、
そ
の
む
そ
ぼ
れ
る
心
の
内
を
表
現
し
て
み
せ
る

の
で
あ
る
。

天
文
戌
串
の
歳
、
五
条
京
極
に
荻
原
新
之
丞
と
云
ふ
者
あ
り
　
近
き
頃
妻
に
後

れ
て
愛
執
の
涙
袖
に
余
り
　
恋
慕
の
烙
胸
を
焦
し
独
り
寂
し
き
窓
の
下
に
　
あ

り
し
世
の
事
を
思
ひ
続
く
る
に
、
い
と
ど
悲
し
さ
限
り
も
な
し
。
精
霊
条
の
営

み
も
、
今
年
は
と
り
わ
け
　
此
の
妻
さ
へ
無
き
名
の
数
に
入
り
け
る
事
よ
と
、

経
読
み
廻
向
し
て
終
に
出
で
ゝ
も
遊
ば
ず
、
友
達
の
誘
ひ
来
れ
ど
も
心
唯
浮
き

出
た
ず
門
に
庁
み
立
ち
て
浮
れ
居
る
よ
り
外
は
な
し
。

い
か
な
れ
ば
立
ち
も
は
な
れ
ず
面
影
の
　
身
に
そ
ひ
な
が
ら
か
な
し
か
る
ら

む

と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
物
語
は
そ
の
前
に
美
女
の
登
場
と
な
る
。
「
牡
丹
灯
記
」

の
符
女
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
牡
丹
灯
籠
」
の
女
も
物
語
の
情
緒
の
中
を
彷
雀

す
る
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
了
意
の
措
い
た
美
女
は
王
朝
時
代
と
い
う

よ
り
は
御
伽
草
子
の
恋
物
語
の
女
に
近
か
っ
た
。
そ
の
容
姿
も
動
作
も
型
通
り
の
も

の
で
当
世
に
生
き
る
蓑
女
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

十
五
日
の
夜
い
た
く
ふ
け
て
、
あ
そ
び
あ
り
く
人
も
稀
に
な
り
　
物
音
も
し
づ

か
な
り
け
る
に
、
ひ
と
り
の
美
人
、
そ
の
年
廿
ば
か
り
と
み
ゆ
る
が
、
十
四
五

ば
か
り
の
女
の
童
に
う
つ
く
し
き
牡
丹
花
の
灯
寵
を
も
た
せ
、
さ
し
も
ゆ
る
や

か
に
打
過
る
。
芙
蓉
の
ま
な
じ
り
あ
ざ
や
か
に
、
楊
柳
の
す
が
た
た
を
や
か
な

り
。
か
つ
ら
の
ま
ゆ
ず
み
、
み
ど
り
の
か
み
、
い
ふ
ば
か
り
な
く
あ
で
や
か

也
。
荻
原
、
月
の
も
と
に
て
こ
れ
を
見
て
、
こ
れ
は
そ
も
あ
ま
つ
を
と
め
の
あ

ま
く
だ
り
て
人
間
に
あ
そ
ぶ
に
や
、
龍
の
官
の
乙
姫
の
わ
だ
つ
う
み
よ
り
出
て

な
ぐ
さ
む
に
や
。
ま
こ
と
に
人
の
種
な
ら
ず
と
覚
え
て

『
新
語
』
を
「
唐
の
歌
物
語
」
と
評
し
た
の
は
山
口
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
『
新
吉
』

を
郵
奏
し
た
『
伽
梯
子
』
の
文
章
は
、
翻
案
に
よ
く
あ
る
生
硬
な
和
漢
混
交
文
で
は

な
く
、
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
そ
の
ま
ま
の
優
雅
な
和
文
を
立
て
前
と
し
て
い

た
。
そ
の
「
唐
の
歌
物
語
」
に
は
男
女
の
恋
情
を
詠
む
詩
詞
が
随
所
に
織
り
込
ま
れ

て
は
彩
り
を
添
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
『
伽
碑
子
』
は
そ
れ
を
和
歌
に
か
え
、
歌

謡
に
か
え
て
「
唐
の
歌
物
語
」
　
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
う
つ
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
時
に
は
原
話
転
な
く
と
も
、
そ
の
場
の
情
緒
を
醸

し
出
す
た
め
に
必
要
と
な
れ
ば
敢
て
そ
れ
を
加
え
た
り
も
す
る
。
荻
原
の
「
い
か
な

れ
ば
」
の
歌
も
『
新
拾
遺
集
』
所
収
の
寿
暁
法
師
の
も
の
で
法
師
の
詠
む
挽
歌
は
亡

き
妻
を
慕
う
荻
原
の
心
情
を
あ
ら
わ
す
に
格
好
の
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
荻
原
は
女
を
わ
が
家
へ
と
誘
い
、
お
き
ま
り
の
交
情
の
場
面
と
な
る
が
、

そ
の
さ
ま
を
描
く
文
飾
は
和
文
と
墜
一
宇
を
腹
話
を
は
る
か
に
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
。
互

に
心
の
内
を
歌
に
託
し
、
古
歌
を
跨
え
た
行
文
、
今
様
の
優
雅
な
調
べ
、
い
ず
れ
も

纏
綿
た
る
情
緒
を
漂
わ
す
に
不
足
は
な
か
っ
た
。

荻
原
よ
ろ
こ
び
て
、
女
と
手
を
と
り
く
み
つ
ゝ
家
に
帰
り
、
酒
と
り
出
し
女
の

わ
ら
は
に
酌
と
ら
せ
、
す
こ
し
う
ち
の
み
、
か
た
ふ
く
月
に
あ
り
な
き
こ
と
の

葉
を
閲
に
ぞ
、
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
命
と
も
が
な
と
、
兼
て
の
後
ぞ
お
も
は
る

ゝ
。
荻
原

ま
た
後
の
ち
ぎ
り
ま
で
や
は
に
ゐ
ま
く
ら

た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
か
ぎ
り
な
る
ら
め

と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
と
り
あ
へ
ず
、

ゆ
ふ
な
く
ま
つ
と
し
い
は
ゞ
こ
ざ
ら
め
や

か
こ
ち
が
は
な
る
か
ね
ご
と
は
な
ぞ

と
返
し
す
れ
ば
、
荻
原
い
よ
く
う
れ
し
く
て
、
た
が
ひ
に
と
く
る
下
紐
の
、

結
ぶ
契
り
や
に
ゐ
ま
く
ら
、
か
は
す
心
も
へ
だ
て
な
き
、
む
つ
ご
と
は
ま
だ
つ

き
な
く
に
、
ほ
や
明
が
た
に
ぞ
な
り
に
け
る
。

儀
同
三
司
母
が
藤
原
道
隆
の
通
っ
て
来
る
事
び
を
う
た
っ
た
『
新
古
今
集
』
の
「
忘

れ
じ
の
ゆ
く
末
ま
で
よ
か
た
け
れ
ば
け
ふ
を
限
り
の
命
と
も
か
な
」
に
よ
る
行
文
。
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「
た
が
ひ
に
と
く
る
下
紐
の
」
以
下
の
七
五
調
は
今
様
の
リ
ズ
ム
で
流
陽
で
あ
る
。

こ
ゝ
ほ
原
話
で
は
「
生
与
女
携
手
至
家
　
極
甚
歓
眼
　
自
以
為
巫
山
洛
滞
之
遇
　
不

是
過
也
」
と
あ
っ
た
「
巫
山
洛
滞
之
遇
」
の
故
事
の
翻
案
で
あ
る
。
『
奇
異
雑
談
集
』

で
は
た
だ
「
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
多
情
な
り
」
と
訳
し
た
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
了

意
が
い
か
に
浪
漫
的
な
世
界
の
創
造
に
心
掛
け
て
い
た
か
が
判
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
の
女
も
ま
た
、
そ
う
し
た
物
語
の
女
に
相
応
し
い
出
自
と
風
情
を
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
女
は
藤
原
氏
の
末
裔
二
階
堂
氏
と
言
う
歴
々
の

息
女
で
あ
っ
た
。

荻
原
は
夜
毎
通
っ
て
来
る
こ
の
女
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
密
か
に
情
を
交
わ
す

が
、
や
が
て
そ
れ
が
隣
翁
に
よ
っ
て
見
督
め
ら
れ
る
。
隣
翁
は
壁
の
隙
よ
り
窺
え

ば
、
荻
原
は
一
兵
の
白
骨
と
灯
下
に
差
向
っ
て
坐
っ
て
い
る
恐
し
い
場
面
を
目
撃
す

る
。
し
か
も
こ
の
冥
姫
が
禁
忌
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
恐
し
さ
は

一
段
と
募
る
の
で
あ
る
。

冥
婿
が
必
ず
し
も
忌
ひ
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
わ
が
国
の
幽
霊
説
話
の
通

例
で
あ
っ
た
。
幽
明
そ
の
境
を
隔
て
ゝ
て
も
、
こ
れ
を
因
果
の
理
法
で
結
ぼ
う
と
す

る
因
果
話
で
は
、
む
し
ろ
冥
界
も
日
常
に
近
い
存
在
と
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
末
段
の
：
妄
正
供
書
と
道
人
の
判
詞
を
省
く
こ
と
に
大

き
く
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

六

冥
婿
の
恐
し
さ
を
教
え
ら
れ
た
荻
原
は
女
の
住
居
と
い
う
万
寿
寺
あ
た
り
を
訪
ね

た
が
探
し
当
て
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
探
し
あ
ぐ
ね
た
未
に
万
寿
寺
の
魂
産
で

女
の
棺
と
古
い
伽
婦
子
見
つ
け
る
。
「
月
湖
の
西
」
の
原
話
の
場
所
が
「
五
条
の
西
」

に
、
符
女
が
弥
子
に
盟
器
嬉
子
の
金
蓮
が
浅
茅
と
名
を
書
い
た
伽
碑
子
に
変
ら
れ
た

位
で
原
話
そ
の
ま
ゝ
で
あ
る
。
事
の
恐
し
さ
を
知
っ
た
荻
原
に
末
寺
の
卿
君
が
紹
介

さ
れ
る
。
原
話
の
玄
妙
観
の
貌
法
師
で
あ
る
。
こ
の
卿
君
に
冥
婿
の
邪
棟
を
戒
め
ら

れ
、
朱
符
が
与
え
ら
れ
て
荻
原
は
禍
か
ら
逃
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
五
十
日
ほ
ど
し

て
酒
に
酔
い
女
の
面
影
を
恋
し
く
万
寿
寺
た
の
門
前
に
立
寄
っ
と
こ
ろ
を
女
の
基
に

引
き
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
雨
降
り
空
塁
る
夜
、
女
の
童
の
も
つ
牡
丹

灯
寵
に
先
導
さ
れ
た
二
人
の
姿
が
見
か
け
ら
れ
、
こ
れ
に
逢
う
人
々
は
煩
う
の
で
荻

原
の
一
族
が
仏
事
を
営
む
こ
と
で
現
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

（注7）

か
つ
て
近
藤
春
雄
氏
は
「
牡
丹
灯
記
」
を
邪
悪
糾
弾
の
物
語
と
評
し
た
。
そ
し
て

「
牡
丹
灯
記
」
が
亡
女
を
語
る
作
品
と
し
て
は
異
色
の
作
だ
と
言
っ
た
。
近
藤
氏
に

そ
う
言
わ
せ
た
の
は
、
幽
鬼
の
出
没
の
禍
を
恐
れ
た
人
々
が
四
明
山
の
鉄
冠
道
人
に

哀
訴
す
る
と
幽
鬼
た
ち
が
、
道
人
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
供
書
も
容
れ
ら
れ
ず
、
遂

に
九
幽
の
款
へ
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
い
う
な
ら
道
士
の
戒
め
を

破
っ
た
者
へ
の
厳
し
い
処
置
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
牡
丹
灯
寵
」
の

幽
鬼
た
ち
は
地
獄
に
送
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
一
族
が
一
千
部
の
経
を
読
み
、
一
日

頓
軍
の
経
を
基
に
納
め
る
こ
と
で
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
の
作
為
は
了
意

が
近
藤
氏
の
所
謂
異
色
性
を
斥
け
る
こ
と
で
、
幽
明
を
隔
て
た
男
女
の
こ
ま
や
か
な

情
愛
の
物
語
を
新
し
く
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
・

七

同
じ
制
秦
と
言
っ
て
も
『
諸
国
首
物
語
』
の
「
牡
丹
堂
女
し
う
し
ん
の
事
」
と
な

る
と
趣
は
全
く
異
な
る
。
翻
案
が
事
件
の
構
成
と
人
物
の
関
係
を
動
か
さ
な
い
も
の

で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
翻
案
と
言
う
に
は
難
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
怪
談
と
し

て
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
核
心
部
分
は
省
か
れ
る
こ
と
な
く
郵
奏
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
原
話
で
言
え
ば
、
喬
生
が
符
女
の
鰐
髄
と
馴
れ
親
し
む
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
寄
生

が
貌
法
師
の
戒
め
に
背
い
て
湖
心
寺
に
行
き
、
符
女
の
柩
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

延
宝
五
年
刊
の
『
諸
国
百
物
語
』
は
い
わ
ゆ
る
首
物
語
性
歌
集
で
あ
る
。
そ
れ
が

仮
託
で
あ
っ
た
に
し
て
も
立
前
は
怪
談
会
の
話
の
集
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
州
諏
訪

の
浪
人
が
旅
の
薯
侍
と
催
し
た
百
物
語
で
の
も
の
で
あ
っ
た
と
序
文
竺
一
一
円
う
。

こ
と
が
官
物
語
の
話
な
ら
「
牡
丹
灯
記
」
の
筋
を
は
じ
め
か
ら
追
う
よ
う
な
こ
と
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は
必
要
な
か
っ
た
し
、
原
話
の
元
夕
張
灯
も
『
伽
稗
子
』
の
孟
蘭
盆
の
灯
寵
も
こ
こ

で
は
不
要
で
あ
っ
た
。

も
ろ
こ
し
に
牡
丹
堂
と
云
所
あ
り
　
人
し
す
れ
ば
は
こ
に
入
れ
　
そ
の
は
こ
の

ま
わ
り
に
牡
丹
の
花
を
か
き
　
か
の
堂
に
も
ち
行
て
か
さ
ね
を
く
と
也

こ
の
作
者
は
「
牡
丹
堂
」
な
る
霊
屋
を
設
け
て
話
の
は
じ
め
に
据
え
た
。
勿
論
こ
れ

は
原
話
の
「
廊
尽
処
得
一
暗
室
　
則
有
旅
槻
　
白
紙
題
其
上
日
　
放
奉
化
符
州
判
女

麗
卿
之
柩
　
柩
前
懸
一
双
瑛
牡
丹
灯
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
牡
丹
堂
で
妻

を
襲
っ
た
男
が
夜
毎
念
仏
し
て
い
る
。
そ
こ
に
夫
に
先
立
た
れ
た
苦
い
女
が
や
っ
て

来
る
。
二
人
は
つ
れ
だ
っ
て
基
を
念
仏
し
て
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
恋
に
な
り
、
女

は
男
の
家
に
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
事
の
奇
怪
を
語
れ
ば
足
り
る
怪
談
会
で
は

男
の
名
も
女
の
素
姓
も
必
要
な
く
、
た
だ
二
人
の
奇
怪
の
姿
さ
え
あ
れ
ば
よ
か
っ
た

の
で
あ
る
。

と
な
り
の
人
ふ
と
の
ぞ
き
み
れ
ば
、
女
の
し
ゃ
れ
か
う
べ
と
き
し
む
か
い
さ
か

も
り
し
て
ゐ
た
り
、
夜
あ
け
て
か
の
男
に
か
く
と
か
た
り
け
れ
ば
　
男
も
お
ど

ろ
き
そ
の
日
の
く
る
ゝ
を
待
ち
け
れ
ば
　
か
の
女
ま
た
き
た
る
を
み
れ
ば
ま
こ

と
に
し
ゃ
れ
か
う
べ
也

原
話
で
も
『
伽
稗
子
』
で
も
、
男
の
眼
に
は
見
え
な
か
っ
た
女
の
鰐
厳
が
確
か
に
見

え
た
と
し
た
の
は
、
怪
談
会
の
そ
の
場
の
状
況
の
反
映
で
あ
ろ
う
が
、
所
詮
は
『
伽

碑
子
』
に
漂
う
情
緒
な
ど
さ
ら
に
な
く
、
ま
た
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
事
の
次
第
を
知
っ
た
男
は
三
年
の
物
忌
み
に
籠
り
禍
を
過
れ
た
か
に
見
え

た
が
、
気
晴
し
に
小
鳥
を
取
り
に
出
か
け
、
小
鳥
を
追
っ
て
牡
丹
堂
に
入
っ
て
行
っ

た
が
、
そ
の
ま
ゝ
姿
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
小
鳥
は
原
話
の
金
蓮
と
言
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

下
人
ど
も
ふ
し
ぎ
に
お
も
ひ
　
は
こ
ど
も
の
か
さ
ね
て
あ
る
を
見
れ
ば
、
血
の

つ
き
た
る
は
こ
あ
り
、
こ
の
は
こ
の
う
ち
を
み
け
れ
ば
、
女
の
し
ゃ
れ
か
う

べ
、
か
の
を
と
こ
の
く
び
を
く
わ
へ
て
ゐ
た
り
け
る
と
也
。
か
の
女
の
し
う
し

ん
三
ね
ん
　
す
ぎ
た
れ
共
　
つ
い
に
男
を
と
り
け
る
と
也

見
る
べ
き
描
写
と
て
も
な
い
　
と
の
末
段
で
、
男
の
死
に
ざ
ま
を
「
女
の
し
ゃ
れ
か

う
べ
、
か
の
を
と
こ
の
く
び
を
く
わ
へ
て
ゐ
た
り
け
る
」
と
あ
る
の
は
す
さ
ま
じ

い
。
『
奇
異
雑
談
集
』
が
「
喬
生
死
し
て
う
つ
ぶ
き
て
上
に
あ
り
、
女
は
あ
ふ
の
き

て
下
に
あ
り
」
と
記
し
、
『
伽
碑
子
』
が
「
白
骨
と
う
ち
重
な
り
て
死
し
て
あ
り
」

と
言
う
の
と
校
べ
る
な
ら
、
そ
の
慎
惨
な
場
面
が
印
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
血
の
付

い
た
箱
ま
で
点
出
す
る
の
も
『
諸
国
盲
物
語
』
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
牡
丹
灯
」
か
ら
「
牡
丹
堂
」
を
類
推
し
た
こ
の
作
者
は
、
或
い
は

実
際
に
「
牡
丹
灯
記
」
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
話
に
開
く
「
牡
丹
灯
記
」
を
た

よ
り
に
、
こ
の
話
を
創
作
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
ま
で
「
牡

丹
灯
記
」
は
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
原
話
に
た
よ
る
こ
と
な

く
勝
手
に
わ
が
国
の
怪
談
集
の
中
で
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
た
こ
と
に
も
な
る
。
さ
れ

ば
今
後
は
い
ろ
い
ろ
な
「
牡
丹
灯
記
」
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
　
名
著
全
集
『
怪
談
名
作
集
』
解
説
。
以
下
山
口
氏
の
言
説
は
す
べ
て
こ
の
解
説
に

よ
る
。

（
注
2
）
　
「
勢
灯
新
語
の
舶
載
年
代
」
（
「
中
国
文
学
月
報
」
第
三
五
号
）
。

（
注
3
）
　
岩
波
版
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
の
「
勢
灯
新
語
」
の
項
。

（
注
4
）
　
「
本
邦
に
伝
へ
ら
れ
た
る
支
那
俗
謡
」
（
『
支
那
文
芸
論
叢
』
）

（
注
5
）
　
「
資
料
解
介
漢
和
希
英
」
（
「
駒
沢
国
文
」
第
九
号
）
。

（
注
6
）
　
「
百
物
語
と
牡
丹
灯
寵
怪
談
」
（
草
舎
江
戸
文
庫
『
官
物
語
怪
談
集
成
』
月
報
）
。

（
注
7
）
　
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
第
四
章
第
二
節
「
唐
代
小
説
と
勢
灯
新
市
」
。


