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冊

授
退
休
記
念
中
国
文
学
･語
学
論
集
』)
が
あ
る
｡

本
書
の
擦

っ
た
テ
キ
ス
ト
は
世
練
堂
本

(中
華
書
局
排
印
本

『柳
河

東
集
』
1
九
七
四
年
版
)
で
あ
-
､
校
勘
も
た
だ
世
採
堂
本
の
爽
注
の

み
に
操

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
他
の
版
本
と
も
校
勘
し
､
引
用
に

際
し
て
問
題
の
あ
る
箇
所
に
は
そ
の
決
定
理
由
を
示
し
て
欲
し
か
っ

o
O

た
｡

l
例
を
挙
げ
れ
ば

｢生
人
を
以
て
主
と
為
し
､
尭
舜
を
以
て
的

と
為
す
｣
が
大
中
の
道
の
内
容
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
し
て
随
所
で
引

か
れ
て
い
る
(
1
0
<
'

1〇
九
'
1
四
四
㌧
1
五
三
頁
等
)o
然
し
新
刊

0
0

塔
虞
百
家
詐
術
註
本
や
蒋
之
勉
輯
注
本
な
ど
は

｢聖
人
を
以
て
主
と

為
し
｣
と
あ
る
｡
因
み
に
前
者
の
版
本
を
校
鮎
し
た

『
柳
宗
元
集
』

(
一
九
七
九
年
中
華
書
局
)
の
校
勘
記
は

｢上
下
の
文
意
を
案
ず
る
に
､

此
虞

『
聖
人
』
と
作
る
､
是
に
近
し
｡｣

と
言
う
｡
こ
れ
な
ど
は
柳

の
中
心
的
思
想
に
か
か
わ
る
箇
所
で
あ
る
だ
け
に
多
-
の
版
本
と
校

勘
し
た
上
で
何
ら
か
の
理
由
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
o

最
後
に
､
本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
日
本
に
於
け
る
柳
研
究
の
紹

介
が
あ
る
.
巻
末
に
中
国
の
論
文
の
み
な
ら
ず
､

｢普
代
日
本
研
究

柳
宗
元
文
献
目
録
｣
が
附
銀
さ
れ
､
し
か
も
論
文
の
題
目
を
湊
課
し

て
護
者
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
｡
ま
た
巻
頭
に
は
清
水
茂
教
授
の

給
介
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
宋
刊
三
十
巻
本

『
唐
柳
先
生
文
集
』
及
び

『
新
刊
五
百
家
往
昔
痔
唐
柳
先
生
文
集
』
の
影
印
四
葉
を
附
し
て
い

る
.
氏
は
そ
れ
ら
の
利
用
を
課
-
と
と
も
に

(三
〇
九
頁
)､
既
に
自

ら
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
る

(三
〇
七
貢
)｡
氏
の
日
本
人
研
究
の
紹

介
は
本
書
ば
か
-
で
は
な
-
､
他
に

｢普
代
日
本
研
究
中
国
古
典
文

学
管
窺
｣
(『鉦
倉
科
撃
戦
線
』
一
九
八
〇
年
第
四
期
)

｢
日
本
学
者
研
究

六
朝
文
学
的
新
政
獲
｣
(『寧
林
漫
錬
』
第
八
輯
)
な
ど
が
あ
る
こ
と
も

つ
け
加
え
て
お
こ
う
｡

以
上
､
尊
家
積
年
の
大
著
を
も
て
あ
ま
し
､
紹
介
も
そ
こ
そ
こ
に

局
部
的
な
反
論
に
急
い
だ
書
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
古
着
蛇
に
怖

じ
ず
､
育
盲
の
妄
言
､
お
宥
し
い
た
だ
き
た
い
｡

(京
都
大
学

戸
崎
暫
彦
)

李
厚
基
･韓
海
明

『
人
鬼
狐
妖
的
嚢
術
世
界
-

《
柳
斎
志
異
》
散
論

(附
選
注
百
蔚
)』

天
津
人
民
出
版
社

l
九
八
二
年
三
月

六
六
二
頁

久
し
ぶ
-
に

『
柳
粛
志
異
』
に
関
す
る
刺
激
的
な
論
文
集
が
上
梓
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さ
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
と
思
う
｡

本
書
は
前
年
に
李
厚
基
氏
の
手
に
な
る
十
二
第
の
論
文
を
収
め
､

後
牛
に
槍
索
の
便
を
計
-
夫
人
の
韓
氏
に
よ
る

『志
異
』
百
第
の
選

注
を
附
す
｡

所
収
の
論
文
は
次
の
通
-
.
論
文
番
親
は
評
者
が
便
宜
上
つ
け
た
o

S地
味
天
崩

矛
盾
重
重

-

炎
柳
賓
志
異
》
作
者
蒲
松
齢
生
活

的
時
代
和
社
食
環
境

S

〝
一
生
遭
義
邦
捻
笑
､
伸
手
遠
生
五
色
煩
〃
-

蒲
松
齢
的
生

平
輿
著
作

伺全
牛
未
陪

牛

豹
得
窺
-

略
談
蒲
松
齢
思
想
的
重
要

一
面

囲〝
邸
壁
噴
乎
襟
懐

文
章
倣
之
天
地
〃
-

蒲
松
齢
蛮
術
観
援

墳

何

〝
淑
瀬
高
物
､
牢
寵
百
態
〃
-

《
柳
爾
志
異
》
的
創
作
和
生
活

的
関
係

1

㈲

〝
刻
鐘
物
情
､
曲
轟
世
態
､
冥
禽
幽
深
､
恩
人
風
雲
〃I

徒

炎
柳
賛
意
異
》
封
生
活
的
措
寓
和
許
述
談
ii]的
形
象
輿
思
想
的

関
係

S

〃
用
俸
奇
法
､
而
以
志
怪
〃
-

中
図
文
言
短
篇
小
説
的
蔓
展

書

評

和

《
柳
斎
志
異
》
的
舷
承
創
新

㈲
畷
漁
互
見
､
喋
研
井
存
-

略
談

《
聯
斎
志
異
》
的
思
想
内
容

㈲

〃
太
地
未
央
､
寓
戸
千
門
､
武
陵
桃
源
､
自
閲
村
落
〃-

散

議

《
柳
斎
志
異
》
中
矛
盾
衝
突
的
聾
術
構
成

㈹
層
見
重
出

襲
化
不
窮
-

《
柳
斎
志
異
》
刻
劃
人
物
性
格
的

幾
鮎
特
色

的
勇
裁
入
妙

結
撰
維
新

-

《
朝
斎
志
異
》
的
結
構
特
徴

㈹

字
字
珠
磯

聾
聾
鐙
鋪

-
《
柳
密
志
異
》
的
語
富
美

以
上
に
示
し
た
副
題
か
ら
も
分
る
通
-

『志
異
』
及
び
滴
松
齢
に

つ
い
て
極
め
て
多
面
的
な
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

後
記
に
よ
れ
ば
､
論
文
は
大
部
分
園
内
の
難
誌
に
猪
立
し
て
襲
表

し
た
も
の
ゆ
え
若
干
の
重
複
を
免
れ
な
い
が
､
収
銀
の
際
に
い
-
ら

か
加
筆
例
除
し
た
と
言
う
｡
初
出
は
不
明
で
あ
る
が
､
左
記
の
も
の

の
み
追
跡
で
き
た
｡

論
文

佃
天
津
師
院
学
報

l
九
七
九
年

1
･二
期

論
文
㈲

光
明
日
報

一
九
七
八
年
五
月
二
十
七
日

論
文
の

天
津
師
院
撃
報

一
九
七
八
年

l
期

論
文
佃

蒲
松
齢
研
究
集
刊
二
輯

l
九
八

〇
年
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論
文
㈹

文
史
暫

1
九
八
〇
年
六
期

論
文

㈹
天
津
師
院
学
報

一
九
八
〇
年

一
期

論
文
題
目
は
す
べ
て
詩
文
の
一
節
か
ら
取

っ
て
い
る
た
め
､
以
下

で
は
内
容
を
明
示
す
る
副
題
の
方
を
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
｡

胃
頭
の
論
文

Ⅲ副
題
-

《
柳
膏
志
異
》
作
者
蒲
松
齢
生
活
的
時

代
和
祉
合
環
境
-

は
､
ま
ず
初
め
に

｢
(明
末
清
初
の
)
祉
合
環
境

が
､
蒲
松
齢
の
よ
う
な
作
家
に
思
想
か
ら
要
衝
ま
で
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
直
接
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
､
草
に
彼
の
世
界
観
や
蛮
術
観
を

決
定
づ
け
た
の
み
な
ら
ず
､
創
作
に
用
い
た
形
式
､
選
揮
し
た
題
材
､

適
用
し
た
技
法
を
も
強
-
決
定
づ
け
た
｣
(三
頁
)
と
､
社
合
と
個
人

(作
品
)
の
関
係
を
規
定
し
､
そ
の
-
え
で

『志
異
』
と
昔
時
の
さ
ま

ざ
ま
な
祉
倉
的
文
化
的
な
背
景
と
の
関
連
を
探
ろ
う
と
試
み
る
｡

祉
合
と
個
人
(作
品
)
の
関
係
は
､
確
か
に
本
書
の
説
-
過
-
で
あ

-
異
論
は
な
い
｡
だ
が
問
題
は
そ
の
自
明
と
も
見
え
る
関
係
を
､
如

ヽ
ヽ
ヽ

何
に
具
鮭
的
に
分
析
し
提
示
す
る
か
に
在
る
｡
本
書
の
叙
速
は
､
常

時
の
敢
合
状
況
を
説
-
の
は
熱
心
な
飴
-
､
影
響
を
受
け
る
側
の
『
志

異
』
に
つ
い
て
具
鮭
的
な
指
摘
や
論
及
が
少
な
い
鮎
が
気
に
か
か
る
｡

例
え
ば
3
:
目
白
節
､
明
末
起
義
か
ら
説
き
起
こ
し
､
清
朝
成
立
､

南
明
滅
亡
､
三
藩
の
乳
と
'
普
時
の
政
治
情
勢
に
種
々
言
及
し
な
が

ら
､
日
節
を

｢三
藩
平
定
の
闘
い
は
蒲
松
齢
の
創
作
上
の
題
材
の
1

つ
と
な
-

《
柳
斎
志
異
》
の
中
に
記
さ
れ
た
｣
(入
貢
)
と
締
め
-
-

る
｡著

者
は
作
品
名
を
あ
げ
て
い
な
い
が
､

｢三
尊
平
定
-
-
｣
に
該

普
す
る
の
は
｢張
氏
婦
｣
(三
舎
本
巻
11
'
以
下
同
じ
)
で
あ
る
｡
内
容
は
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

三
藩
の
乳
平
定
に
向
う
清
軍
が
､
山
東
で
無
統
制
な
狼
籍
を
働
き
､

あ
る
賢
婦
が
そ
れ
に
一
矢
を
報
い
る
と
い
う
も
の
｡
三
藩
の
乳
云
々

と
い
う
の
は
､
た
だ
物
語
の
事
件
頚
生
の
時
刻
を
示
す
だ
け
で
あ
-
､

内
容
に
殆
ん
ど
か
か
わ
っ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
､
恰
も
そ
う
で
あ

る
か
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
の
は
頂
け
な
い
｡

ま
た
関
節
で
は
'
康
照
年
間
の
文
字
の
獄
を
列
畢
し
､
そ
の
清
朝

の
弾
歴
政
策
が

『志
異
』
に
超
現
貴
的
な
題
材
と
ロ
マ
ン
主
義
的
手

法
を
と
ら
せ
た
､
と
説
明
し
て
い
る

(
一
三
貢
)｡
だ
が
こ
こ
も
､
評

者
の
謹
み
誤
-
で
な
け
れ
ば
飛
躍
を
含
む
｡
何
故
な
ら
'
超
現
寛
的

な
題
材
-

冥
界
や
樽
生
な
ど
I

は
六
朝
志
怪
の
常
套
で
あ

っ
た
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し
､
人
間
と
妖
狐
の
懲
愛
に
見
ら
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
手
法
も
､
唐

代
俸
奇
に
し
ば
し
ば
出
現
し
た
｡
清
初
の
特
殊
な
政
治
状
況
が
そ
う

し
た
題
材
や
手
法
を

『
志
異
』
に
も
た
ら
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
｡

も
し
文
字
の
獄
の
輿
え
た
影
馨
を

『志
異
』
の
中
に
推
し
測
ろ
う

と
す
る
な
ら
ば
'
作
品
の
語
句
表
現
の
レ
ベ
ル
の
検
討
か
ら
出
襲
す

べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
｡

例
え
ば

『志
異
』

の
〝
微
詞
〃

に
つ
い
て
､

本
書
も
他
の
個
所

(
一
八
五
頁
以
下
)
で
い
-
ら
か
解
れ
て
い
る
が
､

先
の

｢張
氏
婦
｣

で
言
え
ば
､
清
軍
を
指
し
て
原
文
は
-

抄
本
の
み
で
青
本
は
未
収

-

｢南
征
之
士
｣
と
か

｢蒙
古
兵
｣
と
か
頗
る
微
妙
な
表
現
を
用

(I
)

い
て
い
る
し
､
常
林
炎
の
指
摘
の
如
-
自
筆
稿
本
は

｢玄
｣
字
を

｢玄
｣

｢元
｣
で
代
替
し
て
帝
弄

(虚
無
帝
支
障
)
を
回
避
し
て
い
る
｡

こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
記
述
に
密
着
し
た
検
討
を
重
ね
た
末
に
､
文

字
の
獄
が
松
齢
に
輿
え
た
無
言
の
匪
力
を
議
論
で
き
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡

『志
異
』
の
中
に
清
初
の
諸
相
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
顎
現
し
て
い

る
の
は
､
作
品
が
時
代
の
産
物
で
あ
る
以
上
営
然
で
あ
ろ
う
が
'
む

書

評

し
ろ
曹
然
な
る
が
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
の
論
語
に
は
､
可
能
な
限
-
個

別
的
具
鮭
的
な
分
析
と
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡
残
念
な
が
ら
本
書

は
こ
の
鮎
が
な
お
ざ
-
に
さ
れ
て
い
る
た
め
､
せ
っ
か
-
の
時
代
背

景
の
叙
述
も

『志
異
』
と
の
接
鮎
を
放
い
た
ま
ま
終

っ
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
｡

論
文

榊副
題
1

滴
松
齢
的
生
平
輿
著
作
I

は
､
前
年
で
松
齢

の
生
涯
を
俸
記
的
に
ま
と
め
､
後
牛
で

『志
異
』
の
テ
ク
ス
ト
を
紹

介
し
執
筆
時
期
を
推
定
す
る
｡
著
者
も
末
尾
で
述
べ
て
い
る
よ
-
に

特
に
目
新
し
い
材
料
や
観
鮎
は
な
い
が
､
全
鰹
に
要
領
を
得
た
紹
介

に
な

っ
て
い
る
｡
た
だ
俸
記
の
部
分
は
ほ
ぼ
路
氏

『年
譜
』
に
沿

っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
､

『
年
譜
』
に
い
-
つ
か
誤
-
が
あ
る
こ
と

(2
)

(例
え
ば
館
師
の
時
期
)
高
明

闇

の

論
謬
す
る
通
-
で
あ
る
O

論
文
伺
副
題
-

略
談
蒲
松
齢
思
想
的
重
要

l
面
I

は
､
松
齢

の
思
想
を
唯
心
主
義
と
断
定
し
､
そ
の
思
想
的
限
界

(男
尊
女
卑
'
迷

信
'
儒
教
擁
護
)
を
指
摘
す
る
｡

論
文
印
副
題

1
蒲
松
齢
垂
術
観
援
墳
1

は
､
詩
文
､
賦
'
樫

曲
､
小
説
､
費
用
雑
著
と
多
岐
に
わ
た
る
創
作
活
動
を
､
彼
の
統

一

的
な
要
衝
親
の
讃
露
と
見
倣
し
､
唯
物
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
､
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そ
れ
を
形
成
し
た
環
境
因
子
を
検
討
し
｢苦
難
に
満
ち
た
現
寛
政
禽
｣

｢壮
麗
な
租
園
の
山
河
｣

｢歴
代
の
す
ぐ
れ
た
作
家
と
作
品
｣
(八
二

頁
)
の
三
つ
を
指
摘
す
る
｡

こ
の
論
文
周
囲
や
後
述
の
㈲
に
共
通
す
る
の
は
､

マ
ル
ク
ス
､
エ

ン
ゲ
ル
ス
､
べ
リ
ン
ス
キ
I
な
ど
の
葦
言
を
引
用
し
､
唯
物
論
や
階

級
論
の
立
場
か
ら

『志
異
』
を
論
断
す
る
態
度
で
あ
る
o
そ
こ
に
は

｢滴
松
齢
に
は
自
ら
の
審
美
観
と
美
的
創
造
が
あ
-
｣

｢
こ
こ
か
ら

我
々
は
必
ず
有
益
な
啓
示
を
獲
得
で
き
る
｣
(八
三
貢
)
や

｢我
々
の

創
作
に
き
っ
と
大
き
な
啓
示
を
も
た
ら
し
､
我
々
が
自
覚
的
に
思
想

と
塾
術
の
映
階
を
克
服
す
る
の
を
助
け
よ
-
｣
(
一
二
三
頁
)
の
言
葉

が
指
し
示
す
よ
う
に
､
著
者
が
文
学
研
究
に
於
い
て
も
古
典
か
ら
学

ぼ
う
と
す
る
基
本
的
な
姿
勢
が
窺
え
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
現
代
中
国

の
一
つ
の
研
究
の
在
-
方
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

論
文
㈲
副
題
-

《
胡
斎
志
異
》
的
創
作
和
生
活
的
関
係
-

は
､

一
見
荒
唐
無
稽
に
見
え
る

『志
異
』
の
作
品
に
も
ー
作
者
の
多
-
の

現
貴
生
活
が
多
様
な
形
で
投
影
さ
れ
て
い
る
と
説
き
ー
『
日
用
俗
字
』

『
農
桑
経
』

｢傷
寒
薬
性
賦
｣

｢草
木
俸
｣
と
い
っ
た
､
こ
れ
ま
で

顧
み
ら
れ
る
こ
と
少
な
か
っ
た
松
齢
の
著
作
に
着
目
し
､

『
志
異
』

と
の
関
連
を
追
求
し
て
い
る
｡
山
東
各
地
の
地
方
志
の
引
用
な
ど
､

幅
の
廉
い
資
料
の
活
用
も
相
侯

っ
て
､
著
者
の
安
定
し
た
論
理
や
鋭

い
考
察
を
孝
揮
し
た
好
論
文
で
あ
る
.

論
文
㈲
副
題
-

徒

《
朋
斎
志
異
》
封
生
活
的
措
寓
和
評
速
談
や
]

的
形
象
興
思
想
的
関
係
I

は
､
作
者
の
持
つ

｢主
観
思
想
｣
と
､

作
品
自
腹
の
持
つ

｢客
観
思
想
｣
の
関
係
を
巡

っ
て
､
極
め
て
原
理

的
な
考
察
を
展
開
す
る
｡
そ
し
て

｢促
織
｣
(雀
4
)
を
例
に
と
-
､

こ
の
作
品
の
す
ぐ
れ
た
思
想
性
が
作
者
の

｢庸
俗
な
報
恩
思
想
｣
や

｢勧
百
誠

二

的
教
訓
を
超
え
て
い
る
と
分
析
o

｢異
史
氏
｣
の
評

語
に
よ
る
作
者
の
直
接
の
作
品
解
説
を
手
掛
-
に
､
作
者
の
創
作
意

圏
と
作
品
世
界
の
自
立
と
い
う
興
味
深
い
問
題
を
扱

っ
て
い
る
｡

論
文
S
副
題

-
中
国
文
言
短
篇
小
説
的
顎
展
和

《柳
斎
志
異
》

的
継
承
創
新
I

は
､
ま
ず
初
め
に
先
秦
､
藻
貌
六
朝
､
情
麿
､
宋

元
明
の
四
つ
の
時
代
区
分
に

｢争
育
､
萌
芽
､
軍
展
ー
衰
落
｣
と
い

う
文
言
小
説
の
歴
史
を
あ
て
は
め
て
簡
逃
し
､

『志
異
』
を
衰
退
期

に
出
現
し
た
集
大
成
と
し
て
位
置
づ
け
る
｡
(た
だ
し
本
書
は
『志
異
』

の
出
現
を
恰
も
突
然
襲
異
で
あ
る
か
の
よ
う
に
逓
べ
る
だ
け
で
'
そ
れ
を
準

備
し
た
と
思
わ
れ
る
文
学
的
系
譜
に
つ
い
て
は
素
通
-
し
て
い
る
)
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そ
し
て
､

『志
異
』
が
如
何
に
古
代
神
話
か
ら
明
代
筆
記
ま
で
幅

廉
-
素
材
を
求
め
､
如
何
に
六
朝
志
怪
と
唐
代
俸
奇
の
長
所
を
満
取

し
て
滞
日
の
世
界
を
築
き
あ
げ
た
か
を
強
調
す
る
O
そ
う
し
た
論
述

の
中
に
は
､

『志
異
』
の
名
を
､

｢任
氏
停
｣
末
尾
の

｢衆
君
子
聞

0
0

住
民
之
事
､
共
深
嘆
願
､
国
論
観
潮
博
之
､
以
志
異
云
｣
か
ら
得
た

に
達
い
な
い
と
い
う
新
し
い
指
摘

(
一
四
三
頁
)
も
含
ま
れ
て
い
て
示

唆
に
富
む
｡

し
か
し
難
を
言
え
ば
､
こ
こ
で
も
目
に
つ
-
の
は
問
題
意
識
の
深

さ
と
精
致
な
分
析
の
映
如
で
あ
る
O
例
え
ば
､
物
語
の
題
材
や
主
題

に
つ
い
て

『
志
異
』
と
唐
代
停
奇
の
類
縁
関
係
に
言
及
し
て
い
る
が

(
l
三
〇
頁
)'

そ
れ
は

一
意
す
れ
ば
誰
に
で
も
容
易
に
看
て
取
れ
る

程
度
の
も
の
で
あ
る
｡

著
者
が
あ
げ
て
い
る

｢績
責
梁
｣
(巷
4
)
は
､

｢枕
中
記
｣
の
焼

き
直
し
で
あ
る
こ
と
言
を
待
た
な
い
｡
け
れ
ど
も

｢枕
中
記
｣
の
失

意
の
産
生
に
勤
し
､

｢績
薫
染
｣
は
科
畢
及
第
で
得
意
満
面
の
俗
物

た
る
曾
生
を
主
人
公
に
立
て
'
ま
た
眠
-
に
入
る
前
に
早
-
も
占
者

か
ら
宰
相
に
な
る
預
言
を
聞
き
'
夢
の
中
で
は
栄
華
を
棲
め
た
の
ち

地
鉄
に
堕
ち
､
や
が
て
韓
生
し
て
女
に
生
ま
れ
襲
わ
る
等
々
､
原
作

書

評

の
人
物
設
定
や
構
成
を
裏
返
し
た
う
え
､
よ
-
新
し
い
趣
向
を
盛
-

込
も
う
と
試
み

(そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
別
問
題
と
し
て
も
)､

宋
代
俸
奇

｢慈
雲
記
｣
と
も

一
味
違

っ
た
パ
ロ
デ
ィ
に
仕
立
あ
げ
ら

れ
て
い
る
｡

本
書
が
こ
う
し
た
物
語
の
細
部
に
わ
た
る
質
的
な
差
異
を
見
過
ご

し
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
原
話
と
の
厳
格
な
比

較
検
討
を
経
た
う
え
で
こ
そ
始
め
て
､
著
者
の
言
う
『志
異
』
の
｢聴

承
創
新
｣
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
｡

ま
た

｢六
朝
小
説
の
ロ
マ
ン
主
義
的
要
素
と
唐
代
小
説
の
現
覚
主

義
的
創
作
方
法
の
融
合
｣
(
l
W
六
頁
)
の
見
本
と
し
て
､
著
者
は
｢余

徳
｣
(巻
4
)
を
指
名
し
て
い
る
｡
今
こ
の
作
品
に
つ
い
て
少
し
検
討

し
て
み
よ
-
O
荒
筋
は
次
の
通
-
.

声
圏
南
の
別
荘
の
新
し
い
借
-
手
と
し
て
､
余
徳
と
い
う
貴
公
子

の
よ
う
に
上
品
で
金
持
ち
の
青
年
が
来
た
.
余
は
あ
る
日
大
家
の
声

を
招
き
'
不
思
議
な
術
を
使

っ
て
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
ぬ
ほ
ど

う
たげ

優
雅
で
楽
し
い

宴

を

開
い
た
｡
声
が
人
々
に
吹
聴
し
た
た
め
'
余
は

う
る
さ

か
め

煩
-
な
っ
て
ど
こ
か
へ
立
ち
去

っ
て
し
ま
っ
た
｡
別
荘
に

嚢

が

残
さ

れ
て
い
た
の
で
早
は
水
を
張
-

一
匹
の
金
魚
を
飼

っ
た
｡
そ
の
賓
は
､
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中
国
文
畢
報

第
三
十
五
筋

壊
れ
て
も
水
が
流
れ
ず
､

水
が
凍

っ
て
も
金
魚
が
泳
い
で
い
る
と
い

う
不
思
議
な
も
の
だ
っ
た
｡
や
が
て
そ
の
こ
と
も
人
々
の
聞
き
知
る

併
と
な

っ
た
.
す
る
と
蜜
の
水
は
急
に
地
面
に
吸
い
込
ま
れ
金
魚
も

姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
-
-
0

著
者
は
大
幅
に
原
文
を
引
用
し
た
う
え
で

｢構
想
の
精
密
さ
､
想

像
の
豊
か
さ
､
描
寓
の
織
細
さ
､
形
象
の
感
動
的
な
こ
と
は
人
を
感

嘆
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
.

ロ
マ
ン
主
義
の
蛮
術
の
魅
力
が
表
現
さ
れ
､

作
者
猪
特
の
境
地
や
風
格
が
に
じ
み
出
て
い
る
｣
(
三
一九
頁
)
と
許

す
る
O
だ
が
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
､
ど
の
部
分
の
描
寓
が

｢細
駄
｣

で
あ
-
､
ど
の
鮎
に
つ
い
て
構
想
や
想
像
が

｢精
巧
｣
で

｢豊
富
｣

で
あ
る
と
主
張
す
る
の
か
､
甚
だ
不
鮮
明
で
あ
る
｡

著
者
は
､

こ
の
作
品
の
解
樺
に
際
し
て
､

余
徳
が
金
魚
の
化
身

(3
)

(余
と
魚
は
同
音
)
で
あ
ろ
う
と
言
う
季
長
之
の
指
摘
を
､

忘
れ
て
い

る
か
に
見
え
る
｡
即
ち
そ
の
指
摘
に
従
え
ば
､
物
語
の
主
題
は
､
雅

俗
の
封
立
の
中
で
､
異
数
が
姿
を
襲
え
て
二
度
繰
-
返
し
語
-
か
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
見
落
せ
ば
､
物
語
の
前

半
と
後
年
は
､
全
-
有
機
的
な
関
連
を
失
な

っ
た
話
に
分
裂
し
て
し

ま
う
に
違
い
な
い
｡

論
文
㈲
副
題
-

略
談

《柳
斎
志
異
》
的
思
想
内
容
-

は
､
腐

敗
官
僚

へ
の
批
判
､
そ
の
裏
返
し
の
清
官
稀
揚
の
公
案
物
､
科
畢
批

判
､
女
性
観
､
と
い
っ
た

『
志
異
』
の
テ
ー
マ
に
見
ら
れ
る
松
齢
の

思
想
の
功
罪
を
述
べ
立
て
､
そ
こ
か
ら
節
約
し
て
四
つ
の
思
想
的
限

界
､
3
:農
民
起
義

へ
の
無
理
解
､
0
因
果
鷹
報
観
念
､
肖
封
建
倫
理

道
徳
観
､
輯
迷
信

へ
の
煽
動
､
を
指
摘
し
､
最
後
に
松
齢
の
民
族
意

識
の
問
題
に
解
れ
る
｡

松
齢
に
民
族
意
識
が
あ

っ
た
か
否
か
の
問
題
は
､
か
な
-
以
前
か

(4
)

ら
活
湛
な
論
議
の
対
象
と
な
-
､
最
近
で
は
晋
駅
の
論
文
が
こ
れ
に

つ
い
て
周
到
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
｡
本
書
は
松
齢
に
民
族
意
識

が
あ

っ
た
と
し
､
た
だ
そ
れ
は
常
時
の
厳
し
い
言
論
統
制
か
ら
隠
微

な
表
現
に
留
ま
-
､
且
つ
他
の
多
-
の
現
状
肯
定
的
な
文
章
か
ら
見

て
､
過
剰
な
評
債
は
危
険
で
あ
る
と
言
う
｡
評
者
も
こ
の
意
見
に
賛

成
で
あ
る
｡
し
か
し
附
け
加
え
る
な
ら
､
こ
の
論
旨
の
骨
格
が
楊
柳

(5
)

『
聯
斎
志
異
研
究
』
(六
一
～
八

〇
頁
)
や
徐
士

年

の

論
文
に
負

っ
て

い
る
こ
と
を
本
書
は
注
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

論
文
㈲
副
題
-

散
議

《
柳
斎
志
異
》
中
矛
盾
衝
突
的
垂
術
構
成

-

は
､

『
志
異
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
幻
想
と
現
寅
､
美
と
観
な
ど
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さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
の

｢矛
盾
｣
の
封
立
か
ら
生
ま
れ
､
偶
然
や
必

然
の
解
妹
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
ゆ
-
､
と
主
張
｡
そ
し
て
構
成
の

技
巧
と
し
て
､
H
斬
新
な
封
立
を
絶
え
ず
ス
ト
ー
リ
ー
に
導
入
し
展

開
す
る
､
⇔
樹
立
の
核
心
を
重
鮎
的
に
描
き
､
そ
こ
か
ら
四
方
八
方

へ
事
件
を
涯
生
さ
せ
る
､
肖
大
き
な
封
立
の
枠
内
に
小
さ
な
多
-
の

事
件
を
連
結
す
る
､
の
三
つ
を
あ
げ
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
分
析
の

武
器
と
し
て
､
内
的
矛
盾
を
自
己
の
襲
展
の
過
程
の
中
で
統
合
し
止

揚
す
る
梓
語
法
的
な
思
考
を

1
貫
し
て
用
い
て
い
る
.

ま
た
著
者
は

｢
二
商
｣
(奄
7
)
を
例
示
し
､

｢食
糠
､
遇
盗
､
遭

残
､
呼
救
､
去
盗
､
怨
報
'
-
-
得
金
､
助
鐙
､
平
怨
｣
と
曲
折
と

波
潤
に
富
む
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
を
強
調
し
て
い
る
が

(二
〇
四

頁
)
､

そ
れ
も
場
合
に
よ
-
け
り
で
あ
-
､

飴
-
に
目
ま
ぐ
る
し
-

襲
化
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
れ
ば
､
逆
に
読
者
に
主
題
を
見
失
わ
せ

る
こ
と
も
あ
り
得
る
｡
襲
端
､
展
開
､
解
決
と
い
う
物
語
の
過
程
は
､

そ
の
曲
折
の
み
を
取
-
出
し
て
論
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
-
､
例
え

ば
そ
れ
が
現
貴
世
界
の
情
理
と
ど
の
よ
-
に
整
合
し
て
い
る
か
'
記

述
配
分
と
ど
の
よ
う
に
適
合
し
て
い
る
か
等
の
問
題
と
関
連
づ
け
て

の
考
察
が
必
要
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

書

評

論
文
個
副
題
-

《
柳
賛
意
異
》
刻
劃
人
物
性
格
的
幾
鮎
特
色

-

は

､

『
志
異
』
が
表
面
的
な
措
寓

(年
齢
'
容
貌
な
ど
)
を
最
少

限
に
抑
え
る

一
方
､
性
格
や
行
為
と
い
っ
た
側
面
に
比
重
を
か
け
､

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
人
物
に
内
面
的
な
陰
努
を
つ
け
よ
う
と
し

て
い
る
と
指
摘
す
る
｡
更
に
人
物
間
の
性
格
や
思
想
の
封
比
､
襲
化
､

誇
張
な
ど
を
も
取
-
あ
げ
分
析
し
､
多
角
的
に

『志
異
』
の
人
物
形

象
の
秘
密
を
追
求
す
る
｡

論
文
的
副
題
-

《
柳
斎
志
異
》
的
結
構
特
徴
I

は
､
『志
異
』

の
作
品
構
成
の
大
き
な
特
色
が

｢叙
議
結
合
､
先
叙
後
議
｣
に
あ
る

と
し
､
臭
腺
例
と
し
て
い
-
つ
か
の
作
品
を
あ
げ
史
停
作
品
の
影
響

を
そ
こ
に
見
出
す
｡
た
だ
全
鮭
的
に
論
述
の
切
-
込
み
が
濁
-

『志

異
』
の
布
置
構
成
の
巧
妙
さ
を
再
確
認
す
る
の
に
終
わ
っ
て
い
る
の

は
惜
し
い
｡

最
後
の
論
文

㈹副
題
-

《
柳
欝
志
異
》
的
語
言
美
-

は
､
『
志

異
』
の
言
語
表
現
の
特
徴
を
､
‖
文
言
特
有
の
簡
潔
と
含
蓄
､
⇔
鮮

明
な
形
象
化
､
日
言
語
の
個
性
的
用
法
､
囲
卓
越
し
た
語
愛
遥
拝
､

飼
口
語
の
吸
収
､
閃
散
文
詩
の
如
き
言
語
美
､
田
溢
れ
る
飴
龍
､
印

す
ぐ
れ
た
合
話
'
鋸
菅
栄
的
な
韻
律
美
､
と
列
記
す
る
O
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中
園
文
畢
報

第
三
十
五
珊

賓
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
本
書
は

『
志
異
』
の
言
語
表
現
を
剖

析
し
吟
味
し
て
い
る
｡
だ
が
敢
え
て
二
､
三
の
注
文
を
つ
け
る
と
す

(6
)

る
な
ら
ば
､
例
え
ば

『志
異
』
の
文
鰻
は
､
前
野
直
彬
氏
の
言
う
よ

う
に
基
本
的
に
は
古
文
で
記
さ
れ
､
場
面
に
鷹
じ
て
白
話
や
断
文
も

挿
入
さ
れ
､
そ
れ
ら
が
涯
然

7
鰹
と
な
っ
た
魅
力
を
顎
揮
し
て
い
る
.

著
者
は
H
で
文
言
小
説
に
特
有
の
簡
潔
な
力
強
さ
を
指
摘
し
､
国
で

口
語
の
大
量
吸
収
と
そ
の
鍛
錬
に
よ
る
新
し
い
文
言
鮭
の
創
出
を
説

き
､

鋸で
四
字
句
六
字
句
を
多
-
含
む

リ
ズ
､､､
カ
ル
な
文
鰹
を
稀
揚

し
て
い
る
が
､
そ
れ
ら
の
論
述
は

『志
異
』
の
多
彩
で
華
麗
な
文
鰹

に
振
-
回
さ
れ
､
い
さ
さ
か
統

一
を
放
い
て
い
る
嫌
い
が
な
い
で
も

な
い
｡
古
文
の
簡
勤
と
駅
文
の
流
麗
と
は
相
容
れ
な
い
言
語
特
性
で

あ
る
し
､
白
話
の
冗
焼
固
滑
さ
も
ま
た
そ
れ
ら
と
別
の
効
果
を
持
つ
｡

そ
う
し
た
多
面
的
な
文
鰻
を
包
括
し
た

『志
異
』
の
文
章
を
説
明
す

る
に
は
､
も
う
少
し
充
分
な
分
析
と
槍
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

あ
る
い
は
臼
言
語
の
個
性
的
用
法
と
は
､
著
者
に
よ
れ
ば
､
言
語

表
現
を
通
じ
て
松
齢
の
風
格
や
個
性
が
溶
出
す
る
こ
と
､
作
中
人
物

の
特
徴
や
個
性
が
明
確
に
な
る
こ
と
､
の
二
つ
の
面
を
意
味
す
る
と

言

う

｡
し
か
し
､
ま
ず
前
者
の
文
髄
を
介
し
て
松
齢
の
個
性
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
､

｢文
は
人
な
-
｣
の
語
が
示
す
よ
う

に
言
語
学
的
な
常
識
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
し
て
松
齢
の
文
鮭

が
ど
の
よ
う
に
個
性
的
で
あ
る
か
は
､
何
よ
-
他
の
作
家
と
の
比
較

に
於
い
て
そ
の
猫
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な

ら
､
軍
に

『
志
異
』
の
文
章
の
み
を
取
-
上
げ
て
そ
れ
が
個
性
的
で

あ
る
か
否
か
の
判
断
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
か
ら
｡
更
に
作
中
人
物

の
個
性
云
々
に
つ
い
て
も
､
本
書
は

｢闇
王
｣
(篭
5
)
の
中
の
対
話

あ
によめ

を
引
き
､
登
場
人
物
(偵
)
の
粗
暴
で
校
智
な
性
格
が
如
費
に
描
出
さ

れ
て
い
る
と
説
-
｡
だ
が
､
そ
の
被
の
科
白
は
僅
か
な
中
に
も

『後

漢
書
』
(孟
姑
姑
)
『戦
国
策
』

(東
食
西
宿
)
元
棋
詩

｢我
是
玉
皇
香

案
吏
｣
等
の
典
故
や
比
境
を
ち
-
ば
め
て
お
-
､

｢凶
横
､
校
詐
､

粗
野
｣
な
握
婦
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
使
い
か
ど
う
か
微
妙
で
あ
る
｡

更
に
印
は

『志
異
』
の
す
ぐ
れ
た
食
詰
措
寓
を
指
摘
し
､
そ
の
例

に

｢鶴
異
｣
(亀
6
)
を
引
-
.
引
用
個
所
は
､
鳩
気
違
い
の
公
子
が

と
っ
て
お
き
の
鳩
を
高
官
に
差
し
出
し
た
所
､
相
手
は
鑑
賞
用
と
思

わ
ず
に
食
べ
て
し
ま
っ
た
､
そ
の
こ
と
が
露
見
す
る
場
面
の
食
詰
で

あ
る
｡
作
品
そ
の
も
の
は
､

｢癖
｣
に
取
-
漏
心か
れ
た
青
年
が
無
理

解
な
周
囲
の
俗
物
の
た
め
夢
を
破
ら
れ
る
物
語
な
の
で
あ
る
が
､
こ
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の
場
面
の
や
-
と
-
だ
け
取
-
出
せ
ば
､
こ
れ
は
愚
鈍
で
無
神
経
な

人
間
の
勘
違
い
を
噸
笑
す
る
笑
話
の
類
い
に
近
い
o
著
者
の

｢生
動
､

簡
錬
､
質
朴
に
富
み
､
二
人
の
性
格
と
感
情
が
交
差
し
衝
突
し
､
作

者
の
美
学
態
度
も
表
わ
れ
て
い
る
｣
(二
四
九
貢
)
と
い
う
仰
々
し
い

コ
メ
ソ
ト
に
評
者
は
賛
成
で
き
か
ね
る
｡

な
お
こ
の
l
段
の
合
議
は
'
評
者
の
知
る
限
-
'
明
末
の
漏
夢
龍

編

『
古
今
語
築
』
(
一
名
古
今
笑
)
の
奄
8
不
意
部

｢金
魚
｣
と
同
工

異
曲
で
あ
る
｡
蛇
足
な
が
ら
参
考
ま
で
に
両
者
を
列
記
し
て
お
こ
う
｡

-
-
他
日
､
見
某
公
'
頗
有
徳
色
､
而
某
殊
無

一
申
謝
語
｡
心

不
能
忍
､
間
前
禽
佳
否
｡
答
云
､
亦
肥
美
｡
張
驚
日
'
烹
之
乎
｡

日
､
魚
｡
張
大
驚
日
'
此
非
常
鵡
'
乃
俗
所
言
担
皐
老
也
.
莱

回
思
日
､
味
亦
殊
無
具
慶
｡
(鵠
異
)

-
-
他
日
､
守
公
謂
張
日
､
前
恵
魚
､
但
美
観
耳
'
味
殊
淡
｡

蓋
守
北
人
'
己
播
魚
付
垂
下
也
｡
張
但
唯
唯
而
己
.
(金
魚
)

最
後
に
'
本
書
に
附
さ
れ
た

『志
異
』
選
注
百
第
に
つ
い
て
言
え

書

評

ば
､
従
来
の
選
江
本
に
比
べ
百
第
と
い
う
分
量
も
ざ
る
こ
と
な
が
ら
､

語
注
に

『
志
異
』
の
他
の
作
品
の
用
例
の
併
記
が
よ
-
多
-
な

っ
て

い
る
の
が
光
る
O

以
上
本
書
の
紹
介
と
論
評
を
試
み
た
が
､
評
者
自
身
の
無
知
や
誤

読
に
よ
る
臆
断
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
と
ま
れ
本

書
が
近
年
に
な
い

『
志
異
』
研
究
の
収
穫
で
あ
る
こ
と
に
少
し
も
襲

わ
-
は
な
い
｡

〔注
〕

(1
)

｢就
古
典
文
学
的
研
究
方
法
談

《促
織
》
的
評
論
問
題
｣
(『文
学

評
論
叢
刊
』
五
輯
'
一
九
八
〇
年
'
中
国
社
合
科
学
出
版
敵
)

(
2
)

｢蒲
松
齢
的
一
生
｣
(『蒲
松
齢
研
究
集
刊
』
二
輯
'
1
九
八
1
年
'

斉
魯
善
政
)

(3
)

｢蒲
松
齢
和
兄
童
文
学
｣
(『中
国
古
典
小
説
評
論
集
』
1
九
五
七

年
'
北
京
出
版
敵
)

(
4
)

｢《朋
斎
志
異
》
的
民
族
思
想
｣
(荏
(
2
)
に
同
じ
)

(5
)

｢試
談

《柳
斎
志
異
》
的
思
想
｣
(荏
(
3
)
に
同
じ
)

(6
)

｢『聯
斎
志
異
』
の
言
語
｣

(『中
開
の
八
大
小
説
』
1
九
六
五
年
'

平
凡
社
)

(鹿
兄
島
粁
立
短
期
大
学

岡
本
不
二
明
)
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