
　

江
戸
時
代
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
読よ

み

本ほ
ん

は
、
中
国
の
白

話
小
説
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
（
「
翻
案
」

と
言
っ
て
、
筋
立
て
を
中
国
白
話
小
説
に
借
り
、
舞
台
や
登

場
人
物
を
日
本
に
変
え
た
も
の
が
あ
っ
た
）
が
、
後
に
は
独

自
の
展
開
を
見
せ
、
歴
史
的
事
件
を
扱
っ
た
も
の
、
敵
討
ち

を
扱
っ
た
も
の
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
を
元
に
し
た
も
の
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
諸
相
を
見
せ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
た
び
紹
介
す
る
読
本
は
、
梅う

め

暮ぼ

里り

谷こ
く

峨が

作
、
蘭ら

ん

斎さ
い

北ほ
く

嵩す
う

画
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
刊
の
『
唐と

う

金が
ね

藻も

右
え

衛
門も

ん

金き
ん

花か

夕せ
き

映え
い

』
（
以
下
、
『
金
花
夕
映
』
と
略
記
）
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
で
は
、
巻
二
に
お
い
て
「
備
後
国
小
野
道
」
が

舞
台
と
な
る
。
「
備
後
国
小
野
道
」
は
、
当
然
「
備
後
国
尾
道
」

を
指
し
て
の
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
よ

う
に
、
地
名
や
人
名
を
わ
ざ
と
一
部
変
え
て
書
く
こ
と
は
よ

く
あ
っ
た
（
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
差
し
障
り
を
未
然
に

避
け
る
た
め
と
い
う
こ
と
が
多
い
）
。

　

ま
ず
、
全
体
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
よ
う
。

【
巻
一
】
赤
松
満ま

ん

祐ゆ
う

の
家
臣
で
あ
る
秋
霧
高た

か

寧や
す

に
仕
え
る
唐

金
藻
右
衛
門
は
、
母
に
孝
を
尽
く
す
。
魚
を
恵
ん
で
く
れ

た
魚
売
り
の
女
と
婚
姻
し
、
茂
之
助
が
生
ま
れ
る
。
女
は

竜
女
で
あ
り
、

食
し
よ
く

玉
ぎ
よ
く

を
茂
之
助
に
残
し
、
去
る
。
将
軍

足
利
義
教
は
こ
の
玉
を
召
し
寄
せ
、
返
却
し
な
い
。
竜
女

は
藻
右
衛
門
の
夢
に
未
来
を
告
げ
、
茂
之
助
は
行
方
不
明

と
な
る
。
満
祐
が
義
教
に
諫
言
す
る
が
、
義
教
は
怒
り
満

祐
の
額
を
打
つ
。
高
寧
の
長
男
で
あ
る
右
門
は
満
祐
に
仕

え
て
い
た
が
、
満
祐
の
憤
懣
を
感
じ
、
出
奔
す
る
。
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【
巻
二
】
備
後
国
小
野
道
の
豪
家
小お

野の

崎ざ
き

堂ど
う

四し

郎ろ
う

は
風
雅

を
楽
し
む
。
堂
四
郎
の
妻
の
足あ

立だ
ち

は
婢こ

し
も
と女

の
胡こ

蝶
ち
よ
う

を
虐

め
、
布
を
盗
ん
だ
罪
を
着
せ
責
め
殺
す
。
堂
四
郎
と
足

立
の
娘
の
水み

ず

草く
さ

は
、
停
泊
中
の
船
の
船
長
と
密
通
。
水

草
の
も
と
へ
忍
ん
で
き
た
船
長
は
盗
賊
と
し
て
殺
さ
れ

る
。
堂
四
郎
に
仕
え
る
八は

つ

兵
ひ
よ
う

二じ

は
三
百
両
を
送
り
、
船

乗
り
を
宥
め
る
。
胡
蝶
の
霊
現
れ
る
も
足
立
に
は
手
出

し
が
出
来
な
い
。
水
草
は
船
長
と
の
子
を
産
む
が
、
足

立
は
虐
待
す
る
。
堂
四
郎
病
死
。
小
野
崎
家
は
零
落
し
、

足
立
は
強
盗
殺
人
を
働
く
。

【
巻
三
】
高
寧
の
次
男
の
左
門
は
、
継
母
の
讒
言
を
受
け
、

伯
母
の
妙
抄
尼
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
が
、
遊
女
の
関
の

小
ま
ん
と
深
い
仲
に
な
る
。
高
寧
の
病
に
、
藻
右
衛
門
は

左
門
を
呼
び
返
し
に
赴
く
が
、
揚
代
の
二
百
両
の
た
め
戻

る
途
中
に
足
立
と
争
う
。
足
立
は
盗
賊
（
泥
蔵
、
実
は
八

兵
二
）
に
殺
さ
れ
、
藻
右
衛
門
は
足
立
の
持
っ
て
い
た

二
百
両
を
持
ち
関
に
行
く
。

【
巻
四
】
野
山
の
三
吉
は
、
与
作
よ
り
二
百
両
を
盗
み
小
ま

ん
に
渡
す
。
与
作
は
蘇
生
し
て
い
た
船
長
で
あ
り
、
小
ま

ん
は
水
草
、
三
吉
は
二
人
の
子
で
あ
っ
た
。
小
ま
ん
は
左

門
と
関
係
を
も
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
自
害
。
与
作
は
海
賊

和
泉
次
郎
で
あ
り
、
捕
り
手
が
迫
る
中
、
隠
形
の
術
を
用

い
逃
亡
す
る
。

【
巻
五
】
日
親
上
人
の
布
教
に
対
し
、
義
教
は
弾
圧
を
加
え

幽
閉
す
る
。
義
教
は
満
祐
の
誘
い
で
船
遊
び
。
暴
風
が
吹

き
、
海
賊
和
泉
次
郎
が
襲
い
、
義
教
を
弑
す
。
次
郎
は
秋

霧
右
門
で
あ
っ
た
。
藻
右
衛
門
は
二
代
目
の
与
作
（
三
吉
）

を
連
れ
こ
の
場
に
来
た
り
、
次
郎
は
与
作
に
首
を
手
柄
と

せ
よ
と
言
い
自
害
。
満
祐
は
与
作
を
家
臣
と
な
し
、
藻
右

衛
門
に
東と

う

金が
ね

の
地
を
与
え
る
。
義
勝
が
将
軍
と
な
る
。
日

親
上
人
が
藻
右
衛
門
を
訪
ね
、
自
分
が
茂
之
助
で
あ
る
こ

と
を
告
げ
る
。
泥
蔵
は
日
親
に
教
化
さ
れ
、
日
悔
と
名
乗

る
。

　

嘉
吉
の
乱
と
い
う
歴
史
的
事
件
を
扱
っ
て
、
足
利
義
教
と

赤
松
満
祐
を
描
く
が
、
史
実
と
違
い
、
義
教
を
殺
す
の
は
海

賊
の
和
泉
次
郎
（
実
は
満
祐
の
元
家
臣
で
あ
る
秋
霧
右
門
）

で
あ
り
、
次
郎
は
自
ら
我
が
子
の
与
作
に
討
た
れ
る
こ
と
で
、

与
作
を
満
祐
の
家
臣
と
す
る
。
義
教
は
暗
君
と
し
て
殺
さ
れ
、

一
方
、
満
祐
の
滅
亡
は
描
か
れ
な
い
（
こ
れ
は
、
当
時
と
し

て
は
実
は
と
ん
で
も
な
い
設
定
）
。

　

唐と
う

金が
ね

藻
右
衛
門
は
、
実
在
し
た
東
金
の
豪
商
水
野
茂
右
衛

門
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
初
演
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の
浄
瑠
璃
「
唐
金
茂
右
衛
門

東
あ
ず
ま

鬘
か
づ
ら

」
に
基
づ
い
た
と
の
こ

と
が
「
例
言
」
よ
り
読
み
取
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
浄
瑠

璃
作
品
の
内
容
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
浄
瑠
璃
の
「
唐

金
茂
右
衛
門
」
の
名
を
借
り
（
「
藻
右
衛
門
」
と
変
え
て
は

い
る
が
）
、
実
在
の
水
野
茂
右
衛
門
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い

る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

巻
一
は
い
わ
ゆ
る
蛇
女
房
譚
。
母
親
に
孝
を
尽
く
す
藻
右

衛
門
に
対
し
、
竜
女
が
嫁
入
り
し
子
を
産
む
。
与
え
る
玉
は

子
の
食
と
な
る
玉
で
も
あ
り
（
蛇
の
目
玉
で
は
な
い
）
、
ま

た
驪り

竜
り
よ
う

の
玉
と
も
呼
ば
れ
る
。
巻
一
で
は
、
こ
の
竜
女
の
子

の
茂
之
助
と
、
ま
た
右
門
が
そ
れ
ぞ
れ
失
踪
・
出
奔
し
、
巻

五
に
い
た
っ
て
、
茂
之
助
は
日
親
、
右
門
は
和
泉
次
郎
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
仕
掛
け
が
あ
る
。
同
様
に
、
○
○

は
実
は
△
△
で
あ
っ
た
、
と
い
う
設
定
が
多
い
。

　

巻
四
に
は
、
「
恋
女
房
染
分
手
綱
」
（
浄
瑠
璃
。
時
代

物
。
一
三
段
。
吉
田
冠
子
、
三
好
松
洛
合
作
。
寛
延
四
年

｟
一
七
五
一
｠
、
大
坂
・
竹
本
座
初
演
。
同
年
に
江
戸
・
中
村

座
で
歌
舞
伎
化
）
な
ど
で
有
名
に
な
っ
た
丹
波
与
作
、
関
の

小
万
、
三
吉
の
名
を
使
っ
て
親
子
の
邂
逅
を
描
く
。
ま
た
、

巻
五
に
は
、
将
軍
義
教
の
弾
圧
に
も
負
け
ず
に
布
教
活
動
を

し
た
日
親
上
人
の
奇
瑞
が
描
か
れ
る
。
『
日
親
上
人
徳
行
記
』

（
元
禄
一
六
年
｟
一
七
〇
三
｠
刊
本
、
宝
永
元
年
｟
一
七
〇
四
｠

刊
本
な
ど
あ
り
）
を
参
照
し
た
も
の
か
。

　

さ
て
、
問
題
の
巻
二
で
あ
る
。
巻
二
は
次
の
よ
う
に
始
ま

る
。　

爰こ
こ

に
備び

ん

後ご
の

国く
に

小お

野の

道み
ち

と
い
へ
る
地
所
は
、
諸
国
よ
り

の
船ふ

な

着つ
き

に
し
て
、
自
然
と
富と

み

ぬ
れ
ば
、
鄙ひ

な

に
あ
る
べ
き

さ
ま
に
も
な
き
風
俗
お
し
う
つ
り
、
風
雅
を
た
し
む
も

の
の
多
か
り
き
。

　

そ
の
小
野
道
に
住
む
小お

野の

崎さ
き

堂ど
う

四し

郎ろ
う

と
い
う
豪
家
（
「
豪

商
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
が
紹
介
さ
れ
る
。
堂
四
郎
は

家
の
仕
事
を
妻
の
足あ

立だ
ち

に
任
せ
、
風
雅
の
道
に
か
か
り
き
り

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
足
立

が
貪
欲
で
邪
見
で
あ
り
、
婢
女
の
胡こ

蝶
ち
よ
う

を
い
じ
め
る
と
い
う

展
開
が
描
か
れ
る
。

　

胡
蝶
は
綿
布
十
反
を
染
物
屋
に
染
め
さ
せ
る
仕
事
を
命
じ

ら
れ
、
そ
の
通
り
に
す
る
が
、
約
束
の
期
日
に
な
っ
て
も
品

物
が
で
き
て
こ
な
い
。
足
立
は
、
堂
四
郎
の
言
い
つ
け
し
か

聞
か
ず
、
自
分
の
命
じ
た
こ
と
は
蔑
ろ
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
、
胡
蝶
に
怒
る
。
こ
れ
は
若
く
美
し
い
胡
蝶
に
嫉
妬

し
、
夫
堂
四
郎
と
の
関
係
を
疑
っ
て
の
言
い
が
か
り
で
あ
っ
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た
。
染
物
屋
に
恨
み
言
を
言
う
胡
蝶
に
対
し
、
染
物
屋
の
主

人
は
染
め
上
が
っ
た
九
反
の
布
を
渡
す
。
一
反
の
不
足
を
言

い
立
て
る
と
、
最
初
か
ら
九
反
で
あ
っ
た
と
言
い
張
り
、
あ

げ
く
に
は
店
の
者
総
掛
か
り
で
胡
蝶
を
打
擲
す
る
。
主
家
へ

帰
り
、
そ
の
こ
と
を
訴
え
る
と
、
堂
四
郎
は
染
物
屋
を
怒
る

も
の
の
、
足
立
は
一
反
を
胡
蝶
が
売
っ
た
と
し
て
拷
問
し
、

つ
い
に
は
責
め
殺
し
て
し
ま
う
（
ひ
ど
い
！
）
。
胡
蝶
の
死

骸
は
「
わ
が
家
よ
り
は
ん
道
ば
か
り
向あ

な

た方
な
る
花は

な

川か
は

の
深
み

へ
う
ち
込
み
」
、
入
水
自
殺
し
た
か
の
よ
う
に
な
し
お
か
れ

た
（
こ
の
「
花
川
」
が
実
際
に
あ
っ
た
尾
道
の
河
川
を
指
し

て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
栗
原

川
が
怪
し
く
思
わ
れ
る
が
、
長
江
や
防
地
口
に
注
い
だ
川
の

こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
架
空

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
）
。

　

い
っ
た
ん
話
が
変
わ
っ
て
、
堂
四
郎
と
足
立
の
娘
で
あ
る

水み
ず

草く
さ

は
一
六
歳
の
美
少
女
。
気
鬱
を
生
じ
、
医
師
の
勧
め
で

屋
敷
続
き
に
別
業
を
新
築
し
、
そ
こ
に
移
り
住
む
。
楼
上

か
ら
の
景
色
は
す
ば
ら
し
く
（
海
が
よ
く
見
え
て
お
り
、
後

に
停
泊
し
て
い
る
大
船
の
船
長
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
堂
四
郎
の
屋
敷
は
海
沿
い
に
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
）
、
気
鬱
も
晴
れ
て
い
く
。

這こ
の

小
野
道
の
津
は
殊こ

と

に
繁
栄
に
し
て
、
大
船
の
出で

入い
り

繁

き
中
に
…
。

と
、
港
が
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
に
停
泊
し
て
い
た
逍
遙
丸
と
い

う
大
船
の
船
長
と
水
草
が
思
い
合
う
よ
う
に
な
り
、
結
ば
れ

る
。
水
草
の
住
む
別
業
を
訪
れ
た
船
長
は
、
八
兵
二
に
見
つ

か
り
、
盗
賊
と
し
て
打
ち
殺
さ
れ
る
。

　

こ
の
事
件
が
描
か
れ
た
後
、
殺
さ
れ
た
胡
蝶
の
幽
霊
が
現

れ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
る
。

　

婢こ
し
も
と女

胡
て
ふ
は
足
立
が
為
に
非
命
の
死
を
遂と

げ

、
そ
の

上
、
花
川
へ
う
ち
込こ

ま

れ
、
怨
魂
、
水
中
に
と
ど
ま
り
、

夜よ

な
夜
な
此こ

の

処
と
こ
ろ

に
円
火
燃も

へ

あ
が
り
て
は
、
「
あ
ら
、
苦

し
や
。
絶た

え

か
た
や
」
と
泣な

き

叫さ
け

ぶ
。
夜や

中ち
う

、
此こ

の

辺ほ
と

り
を
往ゆ

き

来き

な
す
者
あ
れ
ば
、
誰た

れ

彼か
れ

の
差し

や

別べ
つ

な
く
、
人
々
の
皮
肉

の
間
に
分わ

け

入い

れ
ば
、
寒
熱
し
て
渾そ

う

身み

痛
い
た
み

絶た
へ

難が
た

く
、
時

と
し
て

両
り
や
う

眼が
ん

血
ば
し
り
、
逆さ

か

立だ
ち

、
あ
た
り
を
白に

ら

み眼
て

い
へ
る
は
、
「
情

な
さ
け

な
の
足
立
。
恨
め
し
の
悪
婦
。
罪
な

き
わ
ら
は
を
打う

ち

殺こ
ろ

し
、
花
川
へ
沈

し
づ
め

に
か
け
、
そ
の
時
の

く
る
し
み
、
い
か
ば
か
り
か
。
人
に
知
ら
せ
ん
ま
で
に
、

罪
も
恨
み
も
な
き
人
を
く
る
し
む
る
の
気
の
毒
さ
よ
」

と
言い

い

終お
は

れ
ば
、
は
や
本
心
に
立た

ち

帰か
へ

り
、
渾そ

う

身み

の
痛
み
拭ぬ

ぐ
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へ
る
ご
と
く
愈い

ゆ

。
か
く
す
る
事
、
三
日
ば
か
り
の
う
ち

と
い
へ
ど
も
、
な
か
な
か
に
痛
み
く
る
し
む
の
言ご

ん

語ご

に

述の
べ

が
た
く
、
夫そ

れ

よ
り
し
て
は
、
見
も
し
聞き

き

も
し
す
る
も

の
、
這こ

の

花
川
を
通
ら
ざ
れ
ば
、
頃こ

の
こ
ろ日

、
絶た

へ

て
往ゆ

き

来き

す
る

も
の
な
き
と
ぞ
。

　

花
川
に
死
体
を
投
げ
込
ま
れ
た
胡
蝶
の
怨
霊
は
、
花
川
の

近
く
に
現
れ
、
夜
に
往
来
す
る
も
の
に
憑
依
し
て
恨
み
言
を

言
う
。

　

ま
た
、
こ
の
後
、
発
端
と
な
っ
た
染
物
屋
で
も
怪
異
が
起

こ
り
、
胡
蝶
の
預
け
た
残
り
の
一
反
の
綿
布
が
見
つ
か
る
。

　

染そ
め

殿ど
の

の
許も

と

に
は
、
数あ

ま

多た

の
藍あ

い

甕か
め

の
中
、
一ひ

ト
壺つ

ぼ

、
初

更
よ
り
四
更
の
間
、
ふ
つ
ふ
つ
煮に

へ

あ
が
る
音
し
て
、
其そ

の

甕か
め

の
う
へ
と
お
ぼ
し
き
に
妄も

う

火く
わ

燃も
え

て
は
消き

へ

、
消き

へ

て
は
燃も

え

け
る
の
怪け

有う

、
夜よ

毎ご
と

な
れ
ば
、
主

あ
る
じ

、
管て

だ

い家
も
何
事
の
祟た

た

り
に
や
と
怖

お
そ
ろ

し
く
思
ひ
、
巫み

こ女
、
尸か

ん
ぬ
し視

を
た
の
み
て
占

う
ら
な

は
し
む
る
に
、
「
壺こ

中ち
う

に
こ
そ
物
あ
り
て
、
祈

い
の
り 

禱い
の

る
と

も
詮
な
か
る
べ
し
」
と
の
教

お
し
へ

に
、
藍あ

い

甕か
め

の
中う

ち

を
探

さ
が
し

見
る

に
、
ゆ
く
り
な
く
も
一
反
の
綿め

ん

布ふ

出い
で

た
り
。
主

あ
る
じ

門
平
、

見
る
よ
り
、
『
扨さ

て

は
前さ

き

に
小
野
崎
堂
四
郎
が
婢こ

し
も
と女

、
持も

ち

来き
た

り
し
布
な
め
り
。
さ
れ
ば
、
女
子
の
貝か

い

（
甲
斐
）

な

き
者
を
し
て
、
多
く
男
子
の
打
擲
な
し
、
無
実
に
陥お

ち

い

れ
し
や
』
と
、
直

た
だ
ち

に
胸
に
こ
た
へ
、
目め

閉と
じ

い
た
り
し
が
、

管て

だ

い家
も
同
じ
お
も
ひ
に
口
外
は
な
さ
ざ
れ
ど
も
、
慚は

じ愧

け
る
形あ

り
さ
ま勢

に
て
、
布
を
返
し
た
き
を
思
へ
ど
も
、
そ
の

事
よ
り
責せ

め

殺こ
ろ

さ
れ
ぬ
る
を
き
き
、
い
と
ど
便び

ん

な
く
思
ひ

つ
づ
く
れ
ば
、
弱よ

は

身み

の
霊れ

い

と
や
ら
ん
に
や
あ
り
け
ん
、

布
を
藍あ

い

甕か
め

よ
り
出い

だ

せ
し
夜よ

よ
り
、
奇
怪
は
や
み
ぬ
れ
ど
、

管て

だ

い家
の
中う

ち

一い
ち

位に
ん

、
熱
の
意こ

こ

地ち

し
て
、
そ
の
夜よ

よ
り
罵

の
の
し

り

い
へ
る
は
、
「
御
身
達
を
恨
む
る
は
仮か

り

初そ
め

の
事
に
し
て
、

今
、
布
出い

で

、
わ
ら
は
が
悪あ

く

名め
う

消き
へ

ぬ
る
う
へ
は
、
恨
み
も

う
す
し
。
唯た

だ

、
末ま

つ

期ご

の
苦
痛
に
魂
魄
、
原も

と

へ
帰き

せ
ず
。

中ち
う

有う

に
迷
ひ
あ
れ
ば
、
一ひ

ト
た
び
足
立
を
冤

う
ら
ま

ん
と
お
も

ひ
、
主し

ゆ

家か

の
門か

ど

ま
で
行ゆ

き

つ
れ
ど
、
足
立
の

両
り
や
う

眼が
ん

、
日じ

つ

月げ
つ

の
ご
と
く
な
る
を
一
ト
目め

見
る
と
、
渾そ

う

身み

縮
み
、
近

よ
る
こ
と
能あ

た

は
ず
。
空む

な

し
く
去
り
、
時
を
待ま

つ

の
無は

か
な
き墓

身

な
り
」
と
、
さ
め
ざ
め
と
打う

ち

歎な
げ

く
と
見
え
し
が
、
酔よ

い

の

醒さ
め

た
る
ご
と
く
し
て
、
心
気
晴せ

い

々せ
い

な
し
け
る
う
ち
よ
り
、

先
非
を
悔
ひ
、
袖
に
涙
を
拭ぬ

ぐ

は
ざ
る
者
も
な
く
、
跡あ

と

懇ね
ん
ご
ろ

に
訪と

ひ
弔と

む

ら
わ
ん
事
を
ぞ
思
ひ
け
る
。

　

花
川
近
辺
に
現
れ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
恨
み
の
対
象
は
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あ
く
ま
で
も
自
分
を
責
め
殺
し
た
足
立
で
あ
る
。
し
か
し
、

胡
蝶
の
霊
は
、
足
立
を
恐
れ
近
づ
け
な
い
。
怨
霊
が
生
者
に

叶
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
船
長
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
水
草
は
悲
し
む

が
、
船
長
と
の
子
を
宿
し
て
い
る
た
め
に
自
害
せ
ず
月
を
重

ね
、
両
親
に
は
内
密
の
ま
ま
男
児
を
産
む
。
し
か
し
、
そ
れ

を
知
っ
た
足
立
は
怒
り
、
不
義
の
子
と
し
て
水
草
か
ら
奪
い

と
る
。
腰
元
の
小こ

賤し
ず

は
水
草
の
産
ん
だ
子
を
連
れ
、
屋
敷
か

ら
立
ち
退
く
。
悲
嘆
か
ら
病
に
な
っ
た
水
草
に
、
胡
蝶
の
霊

が
憑
依
し
て
叫
ぶ
。

「
や
よ
、
足
立
。
汝

な
ん
ぢ

が
非
道
の
行

お
こ
な

ひ
の
家
内
へ
自
然
と

押お
し

う
つ
り
、
罪
な
き
も
の
も
う
ち
擲た

た

き
、
剰

あ
ま
つ
さ
へ、

身
に
覚

ゆ
る
事
な
き
に
非
命
に
わ
れ
を
殺
せ
し
よ
り
、

黄
く
わ
う

泉せ
ん

の
鬼
と
な
れ
り
。
這こ

の

恨
う
ら
み

、
い
は
ん
と
す
れ
ど
、
汝

な
ん
ぢ

が

強が
う

悪あ
く

に
近ち

か

寄よ
る

事
を
お
そ
れ
、
頃こ

の
こ
ろ日

、
愛
女
の
病

や
ま
ひ

に
た
ゆ

め
る
虚
に
乗
じ
、
水み

ず

草く
さ

が
胸
間
に
わ
け
入い

り
、
怨ゑ

ん

恨こ
ん

を

晴は
ら

さ
ん
と
お
も
ふ
な
り
。
汝

な
ん
ぢ

、
見
よ
や
。
此こ

の

う
へ
、
う

き
目
を
見
せ
ん
」

と
て
、
毎ま

い

夜よ

毎
夜
丑う

し

満み
つ

（
丑
三
）

頃
よ
り
、
水
草
は
物も

の

の
怪け

発お
こ

り
て
、
く
さ
ぐ
さ
の
恨
め
る
中
に
も
、
「
此こ

の

家い
へ

、

三み

年と
せ

た
た
ざ
る
に
滅
亡
な
さ
し
め
、
そ
の
上
、
此こ

の

小
野

道
を
黒く

ろ

土つ
ち

と
な
し
見
せ
ん
ず
も
の
」
と
詈

の
の
し

り
け
れ
ば
、

…

　

相
変
わ
ら
ず
、
足
立
に
対
し
て
直
接
恨
み
を
晴
ら
す
こ
と

は
で
き
な
い
胡
蝶
。
足
立
に
対
し
て
手
出
し
が
で
き
な
い
た

め
か
、
小
野
崎
家
を
三
年
の
中
に
滅
亡
さ
せ
る
と
宣
言
、
ま

た
、「
小
野
道
を
黒
土
」
に
す
る
と
ま
で
言
う
（
さ
あ
、
大
変
。

小
野
道
が
「
黒
土
」
、
つ
ま
り
火
事
で
焼
け
た
土
、
焦
土
と
な
っ

て
し
ま
う
）
。

　

堂
四
郎
た
ち
は
慌
て
、
加
持
祈
禱
な
ど
す
る
が
、
さ
て
、

こ
こ
で
解
釈
が
難
し
い
場
面
に
な
る
。
ま
ず
は
、
堂
四
郎
た

ち
が
慌
て
、
対
応
し
た
様
子
を
次
に
あ
げ
る
。

堂
四
郎
は
じ
め
百
姓
等ら

、
鄙ひ

な

の
な
ら
ひ
と
て
大
に
慌

あ
は
て

、

威お
そ
ろ
し怖

き
事
に
思
ひ
、
加
持
祈
禱
を
す
す
め
、
手
を
尽つ

く

せ

ば
、
そ
の
夜よ

は
物も

の
の
け怪

退
し
り
ぞ

く
に
や
、
鬱
々
と
睡ね

ぶ

れ
ど
、

ま
た
翌

あ
く
る

夜よ

、
同
じ
時
刻
に
な
れ
ば
前
の
夜よ

に
替か

は

る
事
な

く
、
斯か

く

す
る
事
し
ば
ら
く
な
り
。
『
愛
女
の
心
通つ

う

ぜ
し

船ふ
な

長を
さ

を
片か

た

落お
ち

に
打う

ち

殺こ
ろ

せ
し
故
、
そ
の
恨

う
ら
み

、
愛
女
の
胸
間

に
入い

り
て
仇
な
す
も
の
な
ら
ん
。
い
か
が
な
す
べ
く

（
し
）

』

と
、
堂
四
郎
も
当
惑
な
し
、
『
妻
足あ

立だ
ち

の
暴
悪
積つ

も

れ
ば

か
か
る
報
ひ
は
あ
る
べ
き
筈は

づ

』
と
も
悔
ひ
思
へ
ど
も
、
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わ
が
家い

へ

宿す
く

世せ

の
業ご

う

よ
り
小
野
道
の
も
の
一
同
に
祟た

た

り
の

あ
る
の
気
の
毒
な
れ
ば
、
近
隣
の
里し

や
う
や正

は
じ
め
、
こ
ま

い
の
百
姓
等ら

を
集
め
商
議
な
す
に
、
「
神
に
も
祭
ら
ず

ん
ば
此こ

の

祟た
た

り
止や

む

ま
じ
き
」
と
い
へ
る
も
の
多
か
り
け
れ

ば
、
一
同
に
「
宜う

べ

な
り
」
と
諾だ

く

し
、
尸か

ん
ぬ
し現

に
告つ

げ

て
古
例

の
式
を
も
つ
て
逍
遙
丸
の
船ふ

な

長お
さ

の
亡な

き
が
ら霊

を
小
野
道
の
地

名
そ
の
儘ま

ま

、
小
野
道
大
明
神
と
崇あ

が

む
。

　

怨
霊
の
正
体
は
間
違
い
な
く
胡
蝶
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
堂
四
郎
は
、
『
愛
女
の
心
通つ

う

ぜ
し
船ふ

な

長を
さ

を
片か

た

落お
ち

に
打う

ち

殺こ
ろ

せ
し
故
、
そ
の
恨

う
ら
み

、
愛
女
の
胸
間
に
入い

り
て
仇
な
す
も
の
な

ら
ん
…
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
れ
ま
で
胡
蝶
の
霊
は
、
直
接
足
立
に
対
し
て
恨
み
言
を

言
う
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
今
、
水
草
に
憑
依
し
て
初

め
て
足
立
に
対
し
て
恨
み
を
訴
え
て
い
る
よ
う
で
は
あ
っ

た
。
し
か
し
、
堂
四
郎
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
水
草
に
憑

依
し
て
い
る
霊
の
正
体
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。
で
は
、
「
や
よ
、
足
立
。
汝

な
ん
ぢ

が
非
道
の
行

お
こ
な

ひ
の
家
内
へ

自
然
と
押お

し

う
つ
り
…
」
の
台
詞
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
こ

れ
は
胡
蝶
の
霊
の
思
い
で
あ
り
、
こ
れ
を
直
接
足
立
に
対
し

て
言
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
…
這

こ
の
う
ら
み

恨
、

い
は
ん
と
す
れ
ど
、
汝

な
ん
ぢ

が
強が

う

悪あ
く

に
近ち

か

寄よ
る

事
を
お
そ
れ
」
る
の

は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
り
、
「
頃こ

の
こ
ろ日

、
愛
女
の
病

や
ま
ひ

に
た
ゆ
め
る

虚
に
乗
じ
、
水み

ず

草く
さ

が
胸
間
に
わ
け
入い

り
、
怨ゑ

ん

恨こ
ん

を
晴は

ら

さ
ん
と

お
も
ふ
な
り
。
汝

な
ん
ぢ

、
見
よ
や
。
此こ

の

う
へ
、
う
き
目
を
見
せ
ん
」

は
、
思
っ
て
い
る
だ
け
。
そ
し
て
、
「
此こ

の

家い
へ

、
三み

年と
せ

た
た
ざ

る
に
滅
亡
な
さ
し
め
、
そ
の
上
、
此こ

の

小
野
道
を
黒く

ろ

土つ
ち

と
な
し

見
せ
ん
ず
も
の
」
と
い
う
詈

の
の
し

り
の
み
が
届
い
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。

　

結
局
、
堂
四
郎
は
「
逍
遙
丸
の
船ふ

な

長お
さ

の
亡な

き
が
ら霊

」
を
も
っ
て

「
小
野
道
大
明
神
」
と
し
て
祀
り
上
げ
た
。
祀
る
べ
き
対
象

は
違
っ
た
の
だ
が
、
胡
蝶
に
と
っ
て
愛
し
い
男
の
霊
を
祀
っ

た
た
め
か
、
水
草
に
憑
依
し
た
霊
は
去
り
、
病
も
平
癒
す
る
。

し
か
し
、
「
妖よ

う

孽が
ち

《
イ
ロ
イ
ロ
ハ
ザ
ハ
イ
》
（
「
孽
」
は
、
原
文
で
は
草

冠
に
「
嬖
」
）
、
跡
を
追
ひ
て
攻せ

む

れ
ば
、
堂
四
郎
も
愁う

れ

ひ
つ
も
り
、

竟つ
ひ

に
病や

ま

ひ
ニ
死
す
」
と
あ
り
、
ま
ず
、
堂
四
郎
が
死
ん
だ
こ

と
が
わ
か
る
。
一
方
、
足
立
は
夫
の
死
に
も
悲
し
む
こ
と
な

く
、
非
道
ぶ
り
は
増
長
す
る
ば
か
り
。
こ
れ
に
使
わ
れ
る
者

た
ち
は
愛
想
を
尽
か
し
、
み
な
辞
め
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、

「
次
第
に
家
貧ま

づ

し
く
、
堂
四
郎
死し

し

て
三み

年と
せ

に
な
る
か
な
ら
ざ

る
に
、
阿む

す

め女
水
草
も
何い

づ

地ち

へ
か
売う

り

な
し
、
身
の
代
の
黄わ

う

金ご
ん

を

も
て
そ
の
日
そ
の
日
を
過す

ぎ

ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
怨
霊

の
呪
い
の
言
葉
「
此こ

の

家い
へ

、
三み

年と
せ

た
た
ざ
る
に
滅
亡
な
さ
し
め
」
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が
実
現
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
足
立
は
な
お
も
悪
行
を
止
め

ず
、
盗
み
を
な
し
て
生
活
を
す
る
。

　

染
物
屋
の
主
人
門
平
は
、
「
胡
蝶
が
冤べ

ん

魂こ
ん

を
見
し
よ
り
、

心
に
罪
な
き
も
の
を
間ま

違
ち
が
へ

の
無
実
に
陥

お
と
し

入い

れ
、
打う

ち

擲た
た

き
、
そ

の
事
よ
り
攻せ

め

殺こ
ろ

さ
る
る
に
至
れ
ば
、
『
わ
が
罪
も
免

ま
ぬ
か

れ
か
た

し
』
と
心
に
思
ひ
」
、
藍
甕
よ
り
出
て
き
た
綿
布
を
霊
体
と

し
て
、
朝
晩
供
物
を
供
え
て
弔
っ
て
い
た
。
堂
四
郎
が
小
野

道
大
明
神
を
祀
り
あ
げ
る
と
、
そ
れ
を
『
正
し
く
胡
蝶
が
霊

な
ら
ん
』
と
思
い
、
綿
布
十
反
を
幟
に
染
め
あ
げ
、
奉
納
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
小
野
道
明
神
、
神し

ん

位ゐ

ま
し
け
る
や
、
い
よ

い
よ
繁
栄
な
し
、
何
事
の
祈
願
に
て
も
叶
は
ざ
る
は
な
き
と

か
や
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
こ
の
展
開
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
胡
蝶
は
ま
だ
成
仏
し
て
い
な
い
し
、
殺
さ
れ
た
船
長
は

実
は
蘇
生
し
て
生
き
て
い
る
。
神
は
人
の
思
い
願
い
が
強
け

れ
ば
神
威
が
増
す
と
い
う
こ
と
か
）
。
あ
る
日
、
門
平
が
風

邪
を
引
き
、
小
野
道
大
明
神
へ
の
代
参
と
、
客
か
ら
注
文
を

受
け
た
綿
布
十
反
の
納
品
を
兼
ね
て
出
か
け
た
手
代
は
、
そ

の
途
中
、
足
立
に
襲
わ
れ
、
殺
さ
れ
て
綿
布
を
奪
わ
れ
る
。

門
平
が
助
か
り
、
手
代
が
殺
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
門

平
は
風
邪
の
心
地
を
僥さ

い
わ
ひ倖

と
な
せ
し
故
、
身
に
及

お
よ
ぼ

す
べ
き
災

わ
ざ
は

ひ
を
免

ま
ぬ
か

れ
し
も
、
居つ

ね常
に
神
仏
を
祈
り
、
先
祖
諸
仏
を
疎

お
ろ
そ
かに

な
さ
ざ
る
功
徳
に
よ
る
な
る
べ
し
。
又
、
這こ

の

管て

だ

い家
は
前さ

き

に
こ

て
ふ
に
染そ

め

布ぬ
の

の
事
よ
り
無
実
を
い
ひ
か
け
し
者
に
や
」
と
記

さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
胡
蝶
は
、
足
立
か
ら

の
い
わ
れ
の
な
い
嫉
妬
に
よ
っ
て
虐
め
ら
れ
て
い
た
。
染
物

屋
に
お
い
て
預
け
た
綿
布
が
一
反
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
無
実
の
罪
を
受
け
、
そ
れ
を
も
と
に
さ
ら
に
足
立
か

ら
責
め
を
受
け
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
胡
蝶
の
霊
は
、

足
立
に
は
手
出
し
ど
こ
ろ
か
直
接
恨
み
言
を
言
う
こ
と
も
で

き
な
い
。
小
野
道
の
民
に
憑
き
、
染
物
屋
の
手
代
に
憑
き
、

ま
た
水
草
に
憑
い
て
恨
み
を
述
べ
る
も
の
の
、
足
立
へ
の
恨

み
言
は
届
か
な
い
。
こ
の
霊
の
祟
り
か
、
堂
四
郎
は
死
に
、

小
野
崎
家
は
滅
び
、
ま
た
染
物
屋
で
胡
蝶
に
無
実
の
罪
を
着

せ
た
（
か
と
思
わ
れ
る
）
手
代
は
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
足
立
は
無
事
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
足
立
は
巻
三
の
終
わ
り
で
八
兵
二
に
殺
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
（
場
所
は
伊
勢
の
国
、
田
村
川
の
ほ
と
り
）
が
、
そ

の
場
面
で
「
胡
蝶
が
冤べ

ん

魂こ
ん

あ
り
あ
り
と
、
か
ら
か
ら
と
う
ち

笑
ふ
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
挿
絵
の
詞
書
き
で
も
「
胡
蝶
が
冤べ

ん

魂こ
ん

、
報
ひ
来
て
、
足
立
、
非
命
に
死
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
に

て
、
胡
蝶
の
恨
み
は
晴
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
物
語
に
再
び

現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
胡
蝶
の

霊
が
足
立
の
力
を
奪
っ
た
り
、
あ
る
い
は
殺
害
者
の
方
に
力
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を
貸
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
足
立
の
死
の
場
面

に
立
ち
合
い
、
そ
の
死
を
喜
ん
だ
の
み
で
あ
る
と
も
読
め
る
。

怨
霊
で
も
、
強
い
悪
人
に
か
な
わ
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の

足
立
と
い
う
女
性
が
強
い
と
い
う
印
象
が
残
る
の
で
あ
る
。

　

足
立
は
化
物
で
は
な
い
。
嫉
妬
深
く
、
使
用
人
を
虐
め
る

悪
い
人
間
で
は
あ
っ
た
。
胡
蝶
を
責
め
殺
し
て
も
意
に
介
さ

な
い
。
娘
が
不
義
を
し
て
秘
か
に
子
を
産
む
と
、
怒
り
の
あ

ま
り
そ
の
子
を
殺
し
か
け
も
し
た
。
ま
た
、
小
野
崎
家
が
滅

ん
だ
後
に
は
、
我
欲
を
満
た
す
た
め
、
娘
を
遊
女
に
売
り
払

い
、
さ
ら
に
強
盗
殺
人
さ
え
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
鬼
婆
的
存
在
は
、
実
は
読
本
史
の
中
で
す
で
に

描
か
れ
て
き
た
。
山
東
京
伝
作
の
『
優
曇
華
物
語
』
（
文
化

元
年
刊
）
の
「
野い

の
し
し猪

婆ば
ば

」
、
手
塚
兎
月
作
の
『
こ
し
路
の
章
』（
文

化
三
年
刊
）
の
「
火か

閻え
ん

婆ば

」
、
栗
杖
亭
鬼
卵
作
の
『
新
編
陽

炎
之
巻
』
（
文
化
五
年
刊
）
の
「
番

と
う
が
ら
し

椒
（
蕃
椒
）
婆ば

ば

」
な
ど
が

あ
る
。
足
立
は
仇
名
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
普
通
の
人
間

が
恐
ろ
し
い
鬼
婆
的
存
在
に
な
っ
て
い
く
印
象
が
強
い
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
「
足
立
」
と
い
う
名
で
あ
る
の
か
を
考
え

て
み
る
と
、
「
あ
だ
ち
」
の
音
か
ら
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
伝
説

を
想
起
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
伝
説
は
、

現
代
で
言
え
ば
福
島
県
二
本
松
市
の
安
達
ヶ
原
に
住
ん
だ
と

い
う
、
人
を
殺
す
鬼
婆
の
話
で
あ
る
。
謡
曲
「
黒
塚
」
で
有

名
で
あ
り
、
読
本
や
草
双
紙
、
歌
舞
伎
な
ど
に
も
採
り
入
れ

ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
胡
蝶
に
つ
い
て
、
結
局
は
主
人
の
妻
に
、
若

さ
や
美
し
さ
へ
の
嫉
妬
か
ら
、
ま
た
使
い
に
行
っ
た
染
物

屋
の
勘
違
い
か
ら
、
責
め
殺
さ
れ
た
女
性
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の
が
、
亀
山
士
綱
の
『
尾
道

志
稿
』
に
も
紹
介
さ
れ
た
、
『
太
平
百
物
語
』
（
享
保
一
七
年

｟
一
七
三
二
｠
刊
）
巻
四
に
所
収
さ
れ
る
「
女
の
執
心
、
永
く

恨
み
を
報
ひ
し
事
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
し
く
紹
介
す
る
こ

と
は
避
け
る
が
、
「
備
後
の
国
尾
道
」
で
、
「
罪
な
き
に
罪
に

お
と
」
さ
れ
、
「
食
物
を
た
ち
て
、
な
ぶ
り
殺
し
」
に
さ
れ

た
竹
と
い
う
召
使
い
の
女
性
が
、
三
代
に
わ
た
り
祟
り
を

な
し
、
そ
の
家
を
断
絶
さ
せ
て
し
ま
っ
た
話
を
描
い
て
い

る
。
尾
道
は
、
こ
う
し
た
無
実
の
罪
で
死
ん
だ
召
使
い
の
女

性
の
怨
霊
に
よ
る
祟
り
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
も
し
か
す
る
と
だ
が
、
『
太
平
百
物
語
』
に
描
か
れ

た
話
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
『
金
花
夕
英
』
に
ま
で
繋
が
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
十
枚
あ
る
は
ず
の

布
が
「
一
枚
足
り
な
ー
い
」
と
い
う
点
は
、
皿
屋
敷
伝
説
の
、

｟
お
皿
が
｠「
一
枚
足
り
な
ー
い
」
に
通
ず
る
か
も
し
れ
な
い
）
。

　

実
は
、
「
胡
蝶
」
の
名
の
部
分
は
入
木
に
よ
る
修
正
跡
が

残
っ
て
い
る
。
入
木
と
は
、
版
木
の
一
部
を
削
り
、
代
わ
り
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の
文
字
を
彫
っ
た
小
片
の
木
を
そ
こ
に
当
て
は
め
て
印
刷
す

る
こ
と
で
あ
る
。
図
１
・
２
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
「
胡

蝶
」
の
文
字
が
明
ら
か
に
他
の
文
字
と
違
う
の
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
こ
に
「
胡
蝶
」
で
は

な
い
、
他
の
文
字
が
入
っ
て
い
る
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

刊
行
以
前
の
修
正
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
「
胡

蝶
」
の
前
に
、
最
初
に
版
木
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
た
文
字
は

想
像
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
刊
行
直
前
に
な
っ
て
、

特
に
登
場
人
物
の
名
前
が
入
木
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
場
合

に
は
、
急
遽
差
し
障
り
が
生
じ
た
場
合
が
あ
る
。
特
に
将
軍

家
に
産
ま
れ
た
子
の
名
前
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
時
な
ど
が

見
受
け
ら
れ
る
。

　

最
近
私
が
扱
っ
た
読
本
の
例
で
は
、
入
木
に
よ
る
修
正
で

は
な
い
が
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
刊
の
『
道
成
寺
鐘
魔

記
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
安
珍
・
清き

よ
ひ
め姫

の
道
成
寺
説
話
を
用
い

た
読
本
で
あ
る
が
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
七
月
に
将
軍

家
（
徳
川
家
斉
）
に
誕
生
し
た
女
児
が
「
喜
代
」
と
名
づ
け

ら
れ
た
た
め
、
あ
え
て
清
姫
に
「
す
む
ひ
め
」
と
振
り
仮
名

を
つ
け
た
。
喜
代
姫
誕
生
か
ら
少
し
時
間
は
た
っ
て
い
る
が
、

「
清
姫
」
の
名
は
換
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
漢

字
は
そ
の
ま
ま
に
振
り
仮
名
を
「
す
む
ひ
め
」
と
し
て
対
応

し
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
で
は
、
鈴
木
重
三
『
［
改
訂
増
補
］

（図１　巻２、１丁表）（図２　巻２、4丁裏）
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絵
本
と
浮
世
絵
』（
二
〇
一
七
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
所
収
の
「
校

合
本
は
語
る
―
「
お
き
く
」
と
「
お
さ
く
」
―
」
に
、
以
下

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
刊
の
合

巻
『
十
人
揃
皿
訳
続
』
で
、
校
合
本
で
は
「
於
菊
」
「
き
く
」

と
な
っ
て
い
た
名
前
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
版
本
で
は
入

木
や
版
木
の
一
画
削
除
に
よ
っ
て
「
於
作
」
「
さ
く
」
と
修

正
さ
れ
て
い
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
誕
生
し
た
菊

千
代
（
や
は
り
家
斉
の
子
）
を
憚
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
時
は
歌
舞
伎
役
者
の
名
も
享
和
元
年
か
ら
菊
千

代
君
元
服
改
名
（
→
斉
順
）
の
あ
る
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）

ま
で
、
瀬
川
菊
之
助
→
瀬
川
路
之
助
（
→
路
考
）
、
瀬
川
菊

三
郎
→
瀬
川
路
三
郎
と
改
め
て
い
る
。

　

『
金
花
夕
英
』
の
場
合
は
、
「
清
姫
」
や
「
菊
」
の
よ
う
な

典
拠
の
あ
る
名
前
で
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
偶
然
、
差
し

障
り
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
刊
行
直
前
の
年
、

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
産
ま
れ
た
将
軍
家
の
姫
が
い
な

い
か
調
べ
て
み
る
と
、
五
月
に
元
姫
と
名
づ
け
ら
れ
た
子
が

誕
生
し
て
い
た
（
『
［
新
訂
増
補
］
国
史
大
系　

第
四
十
八
巻 

続
徳
川
実
記 

第
一
篇
』
｟
黒
板
勝
美
編
。
一
九
三
三
年
、
国

史
大
系
刊
行
会
・
吉
川
弘
文
館
・
日
用
書
房
｠
に
よ
る
）
。
「
胡

蝶
」
に
相
当
す
る
の
は
二
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
か
ら
、

入
木
前
の
名
前
の
文
字
は
「
も
と
」
あ
る
い
は
「
元
」
の
漢

字
を
使
用
し
た
二
文
字
の
名
前
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

小
野
道
を
舞
台
と
し
た
話
は
巻
二
で
終
了
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
染
物
屋
の
手
代
が
足
立
に
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
最

後
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
立
さ
れ
た
小
野
崎
大
明
神
に
つ
い

て
、
巻
二
の
末
で
次
の
よ
う
な
注
記
が
入
る
。

　

此
小
野
道
大
明
神
は
、
今
は
備
後
の
苧
の
道
に
あ
り

し
と
ぞ
。
一
説
に
丑
寅
明
神
、
是
な
り
と
も
い
ふ
。
又
、

這
苧
の
道
の
湊
は
往
昔
、
玉
の
浦
と
い
ひ
し
を
、
菅
丞

相
、
筑
紫
へ
左
遷
の
御
時
、
此
地
、
和
泉
屋
儀
右
衛
門

が
家
に
御
輿
を
下
さ
せ
玉
ふ
に
つ
き
、
通
御
の
路
筋
へ

苧
売
（
苧
殻
）

を
敷
詰
た
れ
ば　

○　

丞
相
、
歓
喜
の

余
り
、
「
以
後
、
此
所
を
苧
の
道
と
名
付
べ
し
」
と
宣

ひ
し
よ
り
、
玉
の
浦
を
苧
の
道
と
改
む
。
ま
た
、
自
ノ

御
像
を
画
給
ひ
、
御
衣
の
御
袖
、
御
冠
紐
と
も
下
し
玉

は
る
。
今
以
て
儀
右
衛
門
が
家
に
あ
る
と
ぞ
。
御
真
筆

の
尊
像
は
同
国
大
山
寺
に
納
あ
り
て
、
毎
年
六
月
廿
五

日
祭
礼
あ
り
け
る
と
な
り
。

　

小
野
道
大
明
神
を
（
「
一
説
に
」
と
し
て
い
る
が
）
丑
寅

明
神
（
艮
神
社
）
の
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
御
袖
天
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満
宮
と
の
混
同
が
あ
っ
た
か
。

　

菅
丞
相
こ
と
菅
原
道
真
が
左
遷
の
際
に
尾
道
に
立
ち
寄

り
、
土
地
の
民
よ
り
も
て
な
し
を
受
け
た
た
め
に
、
片
袖

と
自
画
像
を
感
謝
と
し
て
与
え
、
そ
れ
が
御
袖
天
満
宮
の

ご
神
体
と
な
っ
た
と
い
う
伝
説
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
『
尾
道
志
稿
』
（
文
化
一
三

｟
一
八
一
六
｠
年
成
立
。
亀
山
士
綱
著
。
『
備
後
叢
書
』
第
五

巻
｟
得
能
正
通
編
。
一
九
九
〇
年
、
東
洋
書
店
｠
に
よ
る
）
の

「
大
山
寺
」
の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

…
天
満
宮
は
延
喜
元
年
、
菅
公
筑
紫
へ
赴
き
給
ふ
時
、

当
浦
へ
御
着
船
ま
し
ま
し
、
一
人
の
農
夫
［
今
の
金
屋

先
祖
某
也
、
古
は
農
民
な
り
し
由
］
へ
手
か
ら
賜
は
り

し
御
自
筆
の
御
影
也
。
凡
百
七
十
年
の
余
其
家
に
秘
蔵

し
て
代
々
尊
敬
せ
し
が
、
延
久
の
頃
当
山
に
一
祠
を
建

立
し
鎮
座
せ
し
と
な
り
。

　

今
、
長
江
の
側
に
小
麦
畑
と
云
所
あ
り
。
菅
公
の
御

船
、
此
地
に
着
し
と
云
。
…
（
以
下
略
）

　
　
　

金
屋
何
某
が
家
の
記
録
に

菅
原
贈
大
相
国
、
昌
泰
四
年
辛
酉
の
春
、
太
宰
権
帥
に

御
左
遷
の
勅
任
あ
り
て
筑
紫
に
赴
き
給
ふ
時
、
御
船
を

当
浦
に
よ
せ
給
ひ
、
江
山
の
煙
景
を
御
眺
望
の
為
に
や
、

浦
辺
を
徘
徊
し
給
ひ
ぬ
る
に
、
此
浦
の
住
人
金
屋
主
何

某
、
時
に
畑
に
出
て
農
業
を
せ
し
が
、
丞
相
の
尊
顔
を

拝
し
奉
り
、
島
山
の
名
な
ど
御
物
語
申
上
、
夫
よ
り
我

家
に
供
奉
し
帰
り
て
、
有
合
の
小
麦
の
飯
と
甘
醴
を
奉

り
饗
応
け
れ
ば
、
丞
相
深
く
農
夫
の
志
を
感
じ
給
ひ
、

御
直
筆
の
御
姿
を
御
衣
の
袖
に
模
し
て
賜
り
ぬ
。
…
（
中

略
）
…
中
古
に
い
た
り
俗
家
の
汚
穢
を
恐
れ
憚
り
て
、

新
に
一
祠
を
造
営
し
遷
座
し
奉
り
ぬ
。
幾
も
あ
ら
で
本

地
堂
、
僧
舎
な
ど
創
草
し
、
天
神
坊
、
大
山
寺
と
号
し
、

朝
夕
供
養
守
護
の
た
め
に
密
家
の
僧
侶
代
々
住
持
し
て

別
当
の
一
精
舎
と
成
り
ぬ
。
古
へ
よ
り
毎
歳
六
月
廿
五

日
を
御
祭
日
に
定
め
、
初
て
拝
顔
し
奉
り
し
畑
を
其
ま

ま
持
伝
へ
て
、
絶
ず
小
麦
を
作
り
御
供
の
飯
と
し
、
又

甘
酒
を
醸
し
、
此
両
種
を
御
影
前
に
備
へ
奉
る
こ
と
、

家
の
例
と
成
し
来
り
ぬ
。
…
（
以
下
略
）

　

だ
が
、
『
金
花
夕
英
』
で
は
、
道
に
苧
を
敷
き
詰
め
た
と

い
う
こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
元
で
「
苧
の
道
」

と
い
う
地
名
が
生
ま
れ
た
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

ち
ょ
っ
と
問
題
だ
（
「
和
泉
屋
儀
右
衛
門
」
と
「
御
冠
紐
」

も
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
置
い
て

お
く
）
。
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『
菅
原
道
真
事
典
』
（
神
社
と
神
道
研
究
会
編
。
二
〇
〇
四

年
、
勉
誠
出
版
）
に
は
、
道
真
の
た
め
に
船
の
綱
を
解
い
て

丸
く
巻
き
、
円
座
の
代
わ
り
と
し
て
道
真
を
休
ま
せ
た
と
い

う
伝
説
の
あ
る
神
社
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
綱

敷
天
満
神
社
（
愛
媛
県
今
治
市
）
」
の
項
を
執
筆
し
て
い
る

市
川
彩
氏
に
よ
れ
ば
、
「
綱
敷
天
神
の
名
の
天
神
社
は
、
京

都
か
ら
九
州
博
多
ま
で
十
三
社
以
上
、
瀬
戸
内
航
路
を
中
心

に
分
布
し
て
い
る
。
社
伝
か
ら
し
て
博
多
に
あ
る
の
が
一
番

古
い
も
の
だ
と
い
わ
れ
、
他
は
全
て
、
こ
れ
に
な
ら
っ
た
も

の
だ
と
い
う
」
と
あ
る
。
道
筋
に
「
苧
」
を
敷
き
詰
め
た
と

い
う
の
は
、
こ
の
変
化
形
で
あ
ろ
う
か
。

　

尾
道
の
語
源
を
「
苧
の
道
」
と
す
る
の
は
、
昭
和
に
刊

行
さ
れ
た
『
沿
線
誌
集
成　

第
一
輯
』
（
宇
垣
武
治
編
。

一
九
二
七
年
、
土
谷
大
正
堂
書
籍
部
』
）
に
載
る
。
た
だ
し
、

こ
ち
ら
は
菅
原
道
真
で
は
な
く
、
神
功
皇
后
の
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　

又
一
説
に
は
、
尾
道
は
神
功
皇
后
、
苧
に
て
道
を
造

り
給
ひ
し
よ
り
、
苧
の
道
の
転
訛
と
も
称
せ
り
。

（
「
尾
道
」
の
項
）

　

こ
の
説
の
出
所
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
。

神
功
皇
后
の
伝
承
で
は
、
尾
道
で
は
烏
須
井
八
幡
神
社
、
因

島
の
重
井
八
幡
神
社
、
ま
た
三
原
の
糸
碕
神
社
に
伝
承
が
あ

る
（
い
ず
れ
も
三
韓
征
伐
の
際
に
立
ち
寄
り
、
井
戸
の
水
を

飲
み
賞
美
し
た
、
烏
が
良
い
水
の
出
る
位
置
を
示
し
た
、
井

戸
の
水
を
献
上
し
た
、
と
井
戸
に
関
す
る
伝
承
）
。
ま
た
、

呉
市
豊
町
（
大
崎
下
島
）
の
御み

手た

洗ら
い

で
は
、
そ
の
地
名
の
由

来
と
し
て
、
神
功
皇
后
が
手
を
洗
っ
た
と
も
、
菅
原
道
真
が

手
を
洗
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
伝
承
に
つ
い
て
も

ま
だ
ま
だ
調
査
が
必
要
だ
が
、
こ
の
へ
ん
に
混
同
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
現
段
階
で
は
、
神
功
皇
后
の
「
苧
の
道
」
は
、

道
真
の
も
の
か
ら
の
変
化
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
く
。

　

ち
な
み
に
、
同
書
「
御
袖
天
満
宮
」
の
項
で
は
、

　

伝
へ
云
ふ
、
延
喜
元
年
六
月
廿
四
日
、
菅
公
筑
紫
左

遷
の
時
、
御
舟
を
此
浦
に
留
め
て
海
浜
を
徜
徉
し
給
ふ
。

時
に
金
谷
某
、
農
業
し
て
畑
に
あ
り
。
直
ち
に
公
を
己

が
家
に
迎
へ
て
、
小
麦
飯
、
醴
酒
を
供
す
。
公
、
悦
び

給
ひ
、
自
ら
狩
衣
の
袖
を
截
つ
て
之
を
賜
ふ
と
、
後
、

祠
を
建
て
て
祀
り
、
別
当
寺
と
し
て
大
山
寺
を
建
つ
。

今
、
長
江
町
の
東
方
、
福
善
寺
の
崖
に
小
麦
畑
と
云
ふ

所
あ
り
。
金
谷
氏
の
畑
に
し
て
菅
公
の
舟
を
繫
ぎ
給
ひ

し
処
な
り
と
。
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と
あ
り
、
『
尾
道
志
稿
』
に
近
い
。

　

『
金
花
夕
英
』
巻
二
末
の
小
野
崎
大
明
神
に
つ
い
て
の
注

記
は
、
菅
原
道
真
伝
承
、
あ
る
い
は
神
功
皇
后
伝
承
ま
で
拡

が
っ
て
い
っ
た
。
結
局
、
『
金
花
夕
英
』
の
小
野
崎
大
明
神

に
つ
い
て
の
注
記
が
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
か
は
不
明
の

ま
ま
で
あ
る
。
地
誌
や
旅
行
記
な
ど
に
載
っ
て
い
る
も
の
が

見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
調
査
に
期
待
で
あ
る
。

【
注
】

　

『
金
花
夕
英
』
か
ら
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
架
蔵
本

を
使
用
し
た
。

　

半
紙
本
五
巻
五
冊
。
文
化
六
年
刊
（
早
印
）
。
江
戸
・
山

崎
平
八
、
須
原
屋
善
五
郎
、
西
村
宗
七
。
文
化
六
年
生
駒
高

峰
序
、
文
化
五
年
六
月
自
跋
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
以
下
の
措
置

を
加
え
た
。

・ 

平
仮
名
は
現
行
の
対
応
す
る
平
仮
名
に
統
一
し
、
ま
た
、

漢
字
も
基
本
的
に
は
現
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。

・ 

振
仮
名
は
底
本
に
あ
る
も
の
の
中
、
現
在
、
我
々
が
読

む
の
に
必
要
あ
る
い
は
便
利
と
思
わ
れ
る
も
の
の
み
を

付
し
た
。
な
お
、
左
訓
は
《　

》
に
入
れ
て
示
し
た
。

・ 

踊
り
字
は
「
々
」
を
除
き
、
全
て
開
い
た
。

・ 

私
に
句
読
点
や
濁
点
、
「　

」
『　

』
を
補
い
、
ま
た
段

落
を
設
定
し
た
。

・ 

私
に
文
字
を
補
っ
た
場
合
は
〔　

〕
に
入
れ
て
、
そ
れ

を
表
し
た
。

・ 

割
書
は
［　

］
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
示
し
た

・ 

明
ら
か
な
誤
刻
も
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
た

だ
し
、
そ
の
た
め
に
意
味
が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま

う
場
合
に
は
、
該
当
の
文
字
あ
る
い
は
語
句
の
右
ま
た

は
下
に
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
文
字
あ
る
い
は
語
句
を

（　

）
に
入
れ
て
示
し
た
。

　

ま
た
、
『
備
後
叢
書
』
や
『
沿
線
誌
集
成　

第
一
輯
』
か

ら
の
引
用
に
際
し
て
も
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
読
点

や
濁
点
を
補
っ
た
。

─
ふ
じ
さ
わ
・
た
け
し　

尾
道
市
立
大
学
学
長
─
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図３　巻２、2丁裏 3丁表

「胡蝶、布の不足をせめ、かへつてうたるる」

図４　巻２、5丁裏 6丁表　「胡蝶、無実に責
せめ

殺
ころ

さるる」
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図５　巻２、17 丁裏 18 丁表

「胡蝶最期の一念不
めつせず

滅、身の苦しみを人にしらさんとす」

図６　巻３、15 丁裏 16 丁表

　「胡蝶が冤
べんこん

魂、報ひ来て、足立、非命に死す」
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