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龍
谷
大
学
図
書
館
「
二
〇
一
七
年
度
特
別
展
観
」
は
︑「
物
語
る
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
い
た
し
ま
す
︒

古
代
よ
り
︑
日
常
の
営
み
の
な
か
で
︑
あ
る
い
は
予
期
せ
ぬ
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
た
時
に
︑
人
々
が
感
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
や
喜
怒
哀

楽
は
︑
多
く
の
人
の
手
を
経
て
記
録
さ
れ
︑「
物
語
り
」
と
し
て
広
く
後
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
ら
「
物
語
り
」
は
︑
実

在
の
で
き
ご
と
や
人
物
の
記
録
や
伝
記
だ
け
で
は
な
く
︑
架
空
の
は
な
し
︑
小
説
︑
説
話
︑
絵
本
な
ど
を
含
む
広
い
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
︑
人
々

に
親
し
ま
れ
︑
今
に
至
っ
て
お
り
ま
す
︒

龍
谷
大
学
で
は
︑
こ
れ
ま
で
も
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
貴
重
な
古
典
籍
を
特
別
展
観
と
し
て
展
示
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
︑
今
回
は
︑

仏
教
の
著
名
な
説
話
を
は
じ
め
と
し
て
︑
古
今
東
西
の
人
々
が
紡
い
で
き
た
「
物
語
り
」
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

展
示
点
数
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
民
族
や
文
化
の
多
様
性
と
独
自
性
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
上

に
重
要
な
の
は
︑
世
界
中
の
人
間
に
共
通
す
る
想
像
力
︑
表
現
力
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

そ
し
て
︑
限
ら
れ
た
時
空
間
の
中
で
そ
れ
を
実
感
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
︑
ま
さ
に
図
書
館
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
︑
ご
来
場
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
是
非
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

過
去
の
日
常
の
営
み
や
事
跡
が
巻
物
や
冊
子
︑
書
物
を
と
お
し
て
私
た
ち
の
日
常
に
つ
な
が
っ
て
い
く
不
思
議
さ
︑
楽
し
さ
を
存
分
に
味

わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
︒

こ
の
展
観
開
催
に
あ
た
っ
て
は
︑
文
学
部
の
木
田
知
生
先
生
︑
和
田
恭
幸
先
生
︑
松
岡
信
哉
先
生
は
じ
め
︑
多
く
の
大
学
関
係
者
の
お
力

を
お
借
り
し
ま
し
た
︒
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

な
お
︑
本
学
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
︑
今
回
の
展
示
作
品
を
含
め
古
典
籍
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
し
て
公
開
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
そ

ち
ら
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

二
〇
一
七
年
一
〇
月

特
別
展
観
の
開
催
に
あ
た
っ
て

新

田 

光

子

龍
谷
大
学
図
書
館
長



仏
教
に
ま
つ
わ
る
物
語
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本
書
は
︑
釈
迦
如
来
の
生
涯
を
記
し
た
図
会
も
の
の
仏
書
で
あ
る
︒
釈

迦
如
来
の
生
涯
を
五
五
の
説
話
で
物
語
っ
て
い
る
︒
一
般
的
な
釈
迦
如
来

伝
は
︑
悟
り
を
開
く
降
魔
成
道
ま
で
の
半
生
に
重
点
が
置
か
れ
て
語
ら
れ

る
が
︑
こ
こ
で
は
降
魔
成
道
以
降
の
人
生
に
重
点
が
置
か
れ
て
描
か
れ
て

い
る
︒
編
者
の
山
田
意
斎︵
一
七
八
八
～
一
八
四
六
︶は
︑
読
本
作
者
で
あ

り
︑『
観
音
経
和
訓
図
会
』
な
ど
い
く
つ
か
の
図
会
も
の
仏
書
を
手
掛
け

て
い
る
︒

一
方
︑
挿
絵
は
︑
浮
世
絵
師
と
し
て
知
ら
れ
る
葛
飾
北
斎︵
一
七
六
〇

～
一
八
四
九
︶
が
手
掛
け
て
い
る
︒
描
い
た
三
五
図
の
内
︑
日
本
で
描
か

れ
た
従
来
の
釈
迦
如
来
伝
の
図
と
同
じ
説
話
の
主
題
で
描
い
た
図
は
︑
三

分
の
一
程
度
で
あ
り
︑
残
り
は
︑
北
斎
自
身
が
様
々
な
典
拠
に
よ
っ
て
独

自
に
描
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

本
書
が
︑
刊
行
さ
れ
た
天
保
年
間
は
︑
幕
府
の
改
革
に
よ
り
出
版
物
の

統
制
が
厳
し
く
な
る
時
期
で
あ
り
︑
出
版
差
し
止
め
等
の
リ
ス
ク
が
少
な

く
︑
一
定
の
読
者
が
確
保
で
き
る
高
僧
伝
や
仏
典
の
注
釈
な
ど
の
図
会
が

多
数
出
版
さ
れ
た
︒
そ
の
中
で
本
書
は
︑
意
斎
・
北
斎
と
も
晩
年
で
あ
っ

た
が
︑
従
来
の
釈
迦
如
来
伝
と
違
っ
た
視
点
で
描
か
れ
た
点
が
特
徴
的
で

あ
る
︒

六
巻　
六
冊　
山
田
意
斎
編　
葛
飾
北
斎
画　
天
保
一
二（
一
八
四
一
）刊

縦
二
五・六
×
横
一
七・八
㎝

〔
請
求
記
号
　913.65-35W

-6

〕

1

釈し
ゃ

迦か

御ご

一い
ち

代だ
い

記き

図ず

会え
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聖
徳
太
子︵
五
七
四
～
六
二
二
︶
は
︑
日
本
に
仏
教
を
取
り
入
れ
た
人
物
で
あ

り
︑
後
世
に
は
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
︒
こ
と
に
︑
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
聖
人

︵
一
一
七
三
～
一
二
六
三
︶を
は
じ
め
と
す
る
高
僧
に
影
響
を
与
え
︑
現
在
で
も
厚
く

信
仰
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
は
︑
聖
徳
太
子
の
生
涯
を
著
し
た
図
会
形
式
の
仏
書
で
あ

り
︑
近
世
初
期
以
来
広
く
流
布
し
た
版
本
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
な
ど
を
典
拠
に
作
ら

れ
て
い
る
︒

内
容
は
︑
仏
教
説
話
を
取
り
入
れ
て
︑
分
か
り
や
す
く
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
た

め
に
作
ら
れ
た
仏
書
と
少
し
異
な
り
︑
な
る
べ
く
歴
史
的
な
事
実
に
従
っ
た
内
容
で

聖
徳
太
子
の
生
涯
を
著
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
歴
史
的
に
不
合
理
と
さ
れ
る
事
柄

に
は
訂
正
を
加
え
て
い
る
︒

六
巻　
六
冊　
若
林
葛
満
作　
西
村
中
和
画　
享
和
四
年（
一
八
〇
四
）刊

縦
二
六・二
×
一
八・二
㎝

〔
請
求
記
号
　024.98-357W

-6

〕

2

聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

伝で
ん

図ず

会え
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七
高
僧
と
は
︑
親
鸞
聖
人
が
浄
土
教
の
祖
師
と
定
め
尊
崇
さ
れ
た
七
人
の
高
僧
の

こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
び
ら
か
に
は
︑
龍
樹
菩
薩︵
南
天
竺
︶︑
天
親
菩
薩︵
北
天
竺
︶︑

曇
鸞
大
師︵
中
国
︶︑
道
綽
禅
師︵
中
国
︶︑
善
導
大
師︵
中
国
︶︑
源
信
和
尚︵
日
本
︶︑

源
空
上
人︵
日
本
︶で
あ
る
︒

本
書
は
︑
図
会
も
の
仏
書
の
中
で
も
殊
に
挿
絵
が
緻
密
で
︑
な
お
か
つ
各
冊
の
巻

頭
に
は
い
わ
ゆ
る
巻
頭
繡
像︵
登
場
人
物
を
芝
居
の
役
者
の
よ
う
な
ポ
ー
ス
で
描
き
︑

巻
頭
に
据
え
た
挿
絵
︶
の
よ
う
な
も
の
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
内
容
は
い
た
っ
て
真

面
目
な
も
の
で
︑
難
解
さ
を
も
感
じ
さ
せ
る
が
︑
書
物
と
し
て
の
体
裁
は
近
世
後
期

の
通
俗
本
の
風
を
芬
々
と
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
最
終
の
第
六
巻
は
附
録
の

巻
で
︑
聖
徳
太
子
伝
の
巻
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
本
堂
の
余
間
に
七
高
僧
と
聖

徳
太
子
の
絵
像
を
奉
懸
す
る
真
宗
寺
院
の
風
と
真
宗
門
徒
の
崇
敬
の
念
を
掛
酌
し
た

結
果
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
通
俗
本
の
領
域
で
も
太
子
伝
は
こ
と
に
人
気
が
あ
り
︑

近
世
前
期
か
ら
後
期
に
至
る
ま
で
︑
出
版
業
界
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
も
の
の

一
つ
で
あ
っ
た
︒

六
巻　
六
冊　
杓
妃
菴
一
禅
編　
松
川
半
山（
画
）　
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）年
刊

縦
二
五・七
×
横
一
八・五
㎝

〔
請
求
記
号
　296.2-1W

-6

〕

3

三さ
ん

国ご
く

七し
ち

高こ
う

僧そ
う

伝で
ん

図ず

会え
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慶
応
二
年︵
一
八
六
六
︶︑
台
嶺
前
大
僧
正
豪
海
が
︑
源
信
僧
都
の
八
五
〇
年
の
遠

忌
に
際
し
て
︑
追
慕
の
心
を
込
め
て
僧
都
の
一
代
記
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
発
願

し
︑
こ
れ
を
受
け
た
恵
忍
・
堯
道
両
師
が
︑
法
龍
に
執
筆
を
依
頼
し
︑
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
︒
臨
終
行
儀
の
あ
り
さ
ま
を
描
く
こ
の
挿
絵
に
は
︑
釈
尊
の
入
滅
と
同
じ

く
東
北
面
西
し
て
遷
化
さ
れ
た
僧
都
の
姿
が
中
央
に
描
か
れ
︑
向
か
い
合
う
仏
像
の

左
手
よ
り
繫
が
れ
た
五
色
の
糸
を
手
に
取
る
こ
と
で
︑
仏
に
迎
え
取
ら
れ
浄
土
へ
導

か
れ
る
様
子
が
麗
し
く
描
か
れ
て
い
る
︒
当
時
の
人
々
に
お
け
る
浄
土
へ
の
思
い
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

三
巻　
三
冊　
法
龍
編　
平
成
元
年（
一
九
八
九
）用
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）刊
本
複
製

縦
二
七・〇
×
横
一
九・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　296.5-881W

-4

〕

4

恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

絵え

詞こ
と
ば

伝で
ん



10

法
然
上
人︵
一
一
三
三
～
一
二
一
二
︶が
ご
往
生
さ
れ
て
一
〇
〇
年
ほ
ど
後
に
︑
時

の
後
伏
見
上
皇
の
命
に
よ
り
︑
舜
昌︵
一
二
五
五
～
一
三
三
五
︶が
『
法
然
上
人
行
状

画
図
』
を
編
纂
し
た
︒
本
書
は
全
四
八
巻
︑
二
三
五
段
の
詞
書
と
二
三
二
の
絵
図
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
て
︑
上
人
の
誕
生
か
ら
嘉
禄
の
法
難
︑
主
要
門
弟
の
事
績
に
ま

で
及
ぶ
大
部
の
内
容
の
絵
伝
で
あ
る
︒
因
み
に
︑
こ
の
絵
伝
の
編
纂
の
功
績
に
よ
り
︑

舜
昌
は
︑
知
恩
院
第
九
世
の
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
︒

本
書
は
︑
成
立
し
て
か
ら
間
も
な
く
周
囲
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
絵
伝
の
書

写
や
︑
内
容
の
引
用
な
ど
が
行
わ
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
格
的
に
広
ま
っ
た
の

は
︑
江
戸
時
代
に
入
っ
て
木
版
で
刊
行
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
︑『
法
然
上
人
行
状
画

図
』
は
︑
当
時
の
学
僧
で
あ
っ
た
聞
証︵
一
六
三
四
～
一
六
八
八
︶の
命
に
よ
り
︑
義

山︵
一
六
四
八
～
一
七
一
七
︶と
円
智︵
生
没
年
不
明
︶が
︑
絵
伝
の
詞
書
の
校
訂
を
行

い
︑
狩
野
永
納
に
師
事
し
た
画
僧
古
礀︵
一
六
五
三
～
一
七
一
七
︶が
絵
を
描
い
て
刊

行
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
法
然
上
人
の
事
績
は
︑
一
種
の
物
語
と
し
て
も
多
く
の

人
々
に
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

四
八
巻　
二
四
冊　
舜
昌
編　
古
礀
画　
元
禄
一
三
年（
一
七
〇
〇
）刊

縦
二
七・一
×
横
一
八・九
㎝

〔
請
求
記
号
　296.5-155W

-24

　
写
字
台
文
庫
〕

5

法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

行ぎ
ょ
う

状じ
ょ
う

画え

図ず
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『
絵
伝
』
は
︑
浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人︵
一
一
七
三
～
一
二
六
三
︶
の

生
涯
を
絵
画
で
伝
え
た
も
の
で
あ
り
︑
も
と
も
と
は
︑
詞
書︵
こ
と
ば
が
き
︶と
一
緒

で
あ
っ
た
が
︑
い
つ
し
か
別
々
に
な
り
︑詞
書
は
『
御
伝
鈔
』
と
し
て
拝
読
さ
れ
た
︒

内
容
は
︑
聖
人
の
出
家
か
ら
︑
遷
化
︑
本
廟
創
立
ま
で
が
︑
四
幅
の
掛
け
軸
に
分
け

て
描
か
れ
て
い
る
︒
　
掛
け
軸
に
は
裏
書
き
が
あ
り
︑
文
化
七
年
二
月
一
九
日
に
恵

教
が
願
主
と
な
っ
て
︑
第
一
九
代
本
如
宗
主
よ
り
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
︑
本
来
は
︑
山
城
国
久
世
郡
市
田
邑︵
現
在
の
京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
︶の

光
福
寺
の
什
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

四
幅　
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）筆　

縦
一
九
三・〇
×
横
八
一・五
㎝

〔
請
求
記
号
　021.1-182-4

〕

6

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

絵え

伝で
ん
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古
浄
瑠
璃
『
し
ん
ら
ん
き
』
は
︑
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
初
め
て
芸
能
・
文
芸
の
領

域︵
浄
瑠
璃
︶で
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
聖
人
の
伝
記
を
︑
初
段
の
出

生
か
ら
六
段
の
平
太
郎
物
語
ま
で
︑
六
段
に
巧
み
に
仕
組
み
娯
楽
化
し
た
も
の
で
あ

る
︒
こ
の
浄
瑠
璃
は
︑
正
保
五
年︵
一
六
四
八
︶頃
ま
で
興
行
さ
れ
て
い
た
が
︑
東
本

願
寺
か
ら
の
訴
え
に
よ
り
上
演
を
禁
じ
ら
れ
た
︒
当
時
の
浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
に
と
っ

て
は
︑
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も
興
行
し
た
い
ほ
ど
の
魅
力
的
な
作
品
で

あ
っ
た
と
い
う
︒

な
お
︑
刷
り
文
字
の
書
体
は
︑
あ
た
か
も
「
し
ら
み
」
が
蠢う
ご
め
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
「
し
ら
み
本
」
と
も
い
わ
れ
る
︒

こ
の
後
︑
寛
文
三
年︵
一
六
六
三
︶に
も
『
志
ん
ら
ん
き
』
が
再
び
出
版
︑
上
演
さ

れ
た
が
︑
ま
た
も
や
東
本
願
寺
か
ら
の
訴
え
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑

『
浄
土
さ
ん
た
ん
記
幷
お
は
ら
問
答
』
と
い
う
浄
瑠
璃
本
が
出
版
さ
れ
︑
上
演
さ
れ

た
︒
内
容
は
五
段
に
分
か
れ
︑
タ
イ
ト
ル
・
主
人
公
を
法
然
上
人
と
し
て
︑︿
親
鸞

聖
人
も
の
﹀
で
は
な
い
よ
う
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
︑
話
の
中
心
に
「
焼
栗

芽
出
」「
川
越
名
号
」
な
ど
の
親
鸞
聖
人
の
説
話
を
引
用
し
た
り
︑版
心︵
柱
︶に
「
し

ん
ら
ん
」と
記
す
な
ど
︑︿
親
鸞
聖
人
も
の
﹀で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
て
い
る
︒

二
巻　
一
冊　
江
戸
前
期
刊　
縦
二
一・八
×
横
一
六・三
㎝

〔
請
求
記
号
　021-531-1

〕

二
巻　
一
冊　
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）刊　
縦
一
八・六
×
横
一
三・四
㎝

〔
請
求
記
号
　021-354-1

〕

7

志し

ん
ら
ん
き（
し
ら
み
本
）

浄じ
ょ
う

土ど

さ
ん
た
ん
記き

幷な
ら
び
に

お
は
ら
問も

ん

答ど
う

〈浄土さんたん記幷おはら問答〉

〈志んらんき〉
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本
書
は
︑
本
願
寺
八
代
宗
主
蓮
如
上
人︵
一
四
一
五
～
一
四
九
九
︶の
生
涯
に
つ
い

て
︑
挿
絵
を
ま
じ
え
て
記
し
た
庶
民
向
け
の
平
易
な
仏
書
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
︑

誕
生
︑
出
家
︑
比
叡
山
衆
徒
の
圧
迫
︑
吉
崎
御
堂
の
建
立
︑
富
樫
一
族
の
一
揆
︑
大

坂︵
大
阪
︶御
堂
の
建
立
な
ど
︑
浄
土
真
宗
の
再
興
に
尽
力
さ
れ
た
激
動
の
生
涯
を
さ

ま
ざ
ま
な
説
話
と
と
も
に
記
す
も
の
で
あ
る
︒

本
書
に
序
文
を
添
え
る
粟
津
義
圭︵
？
～
一
七
九
九
︶
は
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
︑

江
戸
時
代
中
期
を
代
表
す
べ
き
通
俗
仏
書
の
作
者
で
も
あ
る
︒ 

そ
の
著
作
物
は
本

願
寺
派
の
菅
原
智
洞
と
同
様
︑
長
き
に
わ
た
っ
て
庶
民
的
な
布
教
活
動
の
領
域
で
強

い
影
響
力
を
有
し
た
︒
江
戸
時
代
中
期
か
ら
︑
説
教
台
本
の
版
本
が
︑
刊
行
・
販
売

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
義
圭
作
の
台
本
は
こ
と
に
優
れ
た
も
の
で
あ

り
︑
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
頃
に
も
た
い
そ
う
有
名
で
な
お
か
つ
人
気
の
あ
る
僧
侶
で

あ
っ
た
︒

三
巻　
三
冊　
粟
津
義
圭
著　
文
政
一
二
年（
一
八
九
二
）刊

縦
二
二・四
×
横
一
五・六
㎝

〔
請
求
記
号
　196.2-36W

-3

〕

8

蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

御ご

一い
っ

生し
ょ
う

記き

絵え

抄し
ょ
う
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上
下
二
巻
か
ら
な
る
︒
内
容
は
︑
蓮
如
上
人
の
誕
生
か
ら
往
生
︑
収
骨
︑
中
陰
に

及
ぶ
上
人
の
生
涯
を
百
二
〇
条
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
︒
最
後
に
山
科
本
願
寺
と
大

坂
御
坊
の
記
述
が
あ
る
︒

も
と
の
奥
書
と
し
て
「
天
正
八
年
九
月
中
旬
清
書
之
」
と
あ
り
︑
天
正
八
年

︵
一
五
八
〇
︶に
清
書
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
に
は
作
者
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
蓮

如
上
人
の
一
〇
男
で
天
正
一
一
年
に
没
す
る
実
悟︵
一
四
九
二
～
一
五
八
三
︶の
編
集

し
た
『
蓮
如
上
人
一
期
記
』
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

二
巻　
一
冊　
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）刊　

縦
二
二・五
×
横
一
五・八
㎝

〔
請
求
記
号
　112.3-17W

-1

　
写
字
台
文
庫
〕

9

蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

御お
ん

物も
の

語が
た
り
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平
安
時
代
初
期
に
薬
師
寺
の
僧
景
戒︵
生
没
年
不
詳
︶が
著
し
た
仏
教
説
話
集
で
あ

る
︒『
日
本
霊
異
記
』
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
雄
略
天
皇
か
ら
嵯
峨
天

皇
ま
で
の
一
一
六
の
説
話
を
三
巻
に
分
か
ち
︑
上
巻
三
五
話
︑
中
巻
四
二
話
︑
下
巻

三
九
話
で
構
成
さ
れ
︑
年
代
順
に
配
列
す
る
︒
説
話
の
多
く
は
︑
善
悪
の
応
報
を
説

く
因
果
譚
で
あ
る
︒

説
話
の
内
部
に
は
︑
著
者
景
戒
の
私
度
僧︵
国
の
許
可
を
得
ず
に
僧
を
称
し
た
も

の
︶時
代
の
布
教
体
験
が
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
る
︒
登
場
す
る
人
物
は
︑
庶
民
︑

役
人
か
ら
貴
族
︑
皇
族
に
及
び
︑
僧
も
行
基︵
六
六
八
～
七
四
九
︶と
い
っ
た
著
名
な

高
僧
か
ら
貧
し
い
僧
侶
ま
で
登
場
す
る
︒
ま
た
︑
下
巻
の
三
八
話
に
は
︑
景
戒
自
身

が
登
場
す
る
説
話
が
あ
る
︒

現
存
す
る
わ
が
国
最
初
の
仏
教
説
話
集
で
︑
後
の
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
多
大

な
影
響
を
与
え
た
︒
伝
本
に
は
︑
真
福
寺
本
︑
興
福
寺
本
︑
前
田
家
本
︑
来ら
い

迎ご
う

院
本

な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

三
巻　
三
冊　
景
戒
録　
正
徳
四
年（
一
七
一
四
）刊

縦
二
六・五
×
横
一
七・六
㎝

〔
請
求
記
号
　022-736-3

〕

10

日に

本ほ
ん

国こ
く

現げ
ん

報ほ
う

善ぜ
ん

悪あ
く

霊り
ょ
う

異い

記き
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平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
た
説
話
集
︒
天
竺︵
イ
ン
ド
︶・
震
旦︵
中
国
︶・
本
朝︵
日

本
︶
の
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
︒
標
題
の
み
︑
あ
る
い
は
標
題
と
本
文
の
一
部
の
み

の
説
話
を
含
め
て
︑
一
〇
五
九
話
を
収
め
る
︒
編
者
は
不
詳
で
あ
り
︑
複
数
人
の
編

者
に
よ
る
共
同
編
纂
と
す
る
説
︑
一
人
の
編
者
に
よ
る
編
纂
と
す
る
説
が
あ
る
︒

内
容
は
︑各
説
話
が
「
今
は
昔
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
︑書
名
の
由
来
と
な
っ

て
い
る
︒
舞
台
は
︑
朝
廷
か
ら
辺
境
に
及
び
︑
登
場
人
物
も
王
侯
貴
族
︑
下
層
の
老

若
男
女
︑
妖
怪
︑
動
物
な
ど
様
々
で
あ
る
︒

全
て
の
説
話
に
典
拠
と
な
る
資
料
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑『
日
本
霊
異
記
』
な

ど
が
主
要
な
資
料
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

三
一
巻（
原
欠
第
八・一
八・二
一
巻
）　
一
〇
冊　
享
保
一
八
年（
一
七
三
四
）刊

縦
二
二・五
×
横
一
五・九
㎝

〔
請
求
記
号
　913.37-34W

-10

〕

11

今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物も
の

語が
た
り

集し
ゅ
う
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鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
︒
編
者
は
︑
随
筆
『
方
丈
記
』
の
作
者

と
し
て
知
ら
れ
る
鴨
長
明︵
一
一
五
五
～
一
二
一
六
︶
で
あ
る
︒「
発
心
」
と
は
︑
菩

提
心︵
悟
り
を
求
め
る
心
︶を
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
︑
長
明
は
︑
自
分
の
心
の
儚
く
愚

か
な
こ
と
を
反
省
し
︑
愚
か
な
心
を
導
く
た
め
に
深
妙
な
法
で
は
な
く
︑
身
近
な
見

聞
を
集
め
記
し
た
と
あ
る
︒

三
巻
本
︑
五
巻
本
︑
八
巻
本
が
あ
り
︑
一
〇
二
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
内

容
は
︑
名
声
が
広
ま
る
の
を
嫌
い
遁
世
す
る
僧
侶
の
話
や
︑
現
世
へ
の
未
練
か
ら
往

生
に
失
敗
し
た
僧
な
ど
様
々
で
あ
り
︑
天
竺︵
イ
ン
ド
︶︑
震
旦︵
中
国
︶の
説
話
よ
り

は
本
朝︵
日
本
︶の
説
話
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
各
話
に
は
︑
長
明
の
感

想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
後
世
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
閑
居
友
』
を
は
じ
め
︑
長

編
の
歴
史
文
学
『
太
平
記
』
や
日
本
三
大
随
筆
の
一
つ
で
あ
る
『
徒
然
草
』
に
ま
で

影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

八
巻　
八
冊　
鴨
長
明
編　
慶
安
四
年（
一
六
五
一
）刊

縦
二
五・七
×
横
一
八・三
㎝

〔
請
求
記
号
　913.47-39W

-8

〕

12

発ほ
っ

心し
ん

集し
ゅ
う
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鎌
倉
時
代
中
期
に
仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
た
仏
教
説
話
集
︒
当
時
︑
八
宗
兼

学
の
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
た
無
住
道
曉︵
一
二
二
七
～
一
三
一
二
︶が
︑
説
話
を
用
い

て
庶
民
を
正
し
い
仏
教
理
解
に
導
く
こ
と
を
目
的
に
著
し
た
書
物
で
あ
る
︒
説
話
は

一
五
〇
話
前
後
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
弘
安
二
年︵
一
二
七
九
︶か
ら
同
六
年︵
一
二
八
三
︶

の
間
執
筆
さ
れ
た
︒
そ
の
後
も
加
筆
さ
れ
︑
異
本
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
︒

内
容
は
︑
天
竺︵
イ
ン
ド
︶︑
震
旦︵
中
国
︶︑
日
本
な
ど
の
諸
国
の
説
話
が
題
材
と

な
っ
て
い
て
︑
諸
仏
の
霊
験
の
説
話
や
高
僧
伝
を
は
じ
め
︑
無
住
道
曉
自
身
の
見
聞

を
元
に
書
い
た
諸
国
の
事
情
な
ど
の
説
話
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
話
の
幅
が
広

く
︑
そ
の
他
︑
滑
稽
譚
や
笑
い
話
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
て
︑
後
世
の
狂
言
や
落
語
に

も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

一
〇
巻（
存
第
三
巻
至
一
〇
巻
）八
冊　
無
住
道
曉
著　
元
和
二
年（
一
六
一
六
）刊

縦
二
八・七
×
横
二
〇・五
㎝

〔
請
求
記
号
　021-84-8

〕

13

沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う
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こ
の
縁
起
絵
巻
は
︑
江
戸
後
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
︑
巻
末
に
江
戸
の
釈
海
雲

の
識
語
が
あ
る
︒
内
容
は
嵯
峨
の
寺
院
に
安
置
さ
れ
た
釈
迦
三
尊
像
及
び
阿
弥
陀
三

尊
像
の
縁
起
を
絵
巻
物
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
絵
は
五
図
あ
り
︑
金
泥
彩
色
の
精
写

画
で
あ
る
︒
料
紙
は
金
霞
引
の
美
し
い
料
紙
を
用
い
た
巻
子
本
で
あ
る
︒

当
該
の
「
嵯
峨
光
仏
縁
起
」
は
近
世
後
期
の
写
本
で
は
あ
る
が
︑『
国
書
総
目
録
』

に
は
宮
内
庁
書
陵
部
の
池
底
叢
書
に
一
本
写
本
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
︒
そ
の
点
で
当
該
書
は
希
少
価
値
の
高
い
縁
起
絵
巻
と
し
て
貴
重
で
あ

る
︒
保
存
状
態
も
良
好
で
あ
る
︒

一
巻　
江
戸
時
代
後
期
写　

縦
二
七・七
×
横
八
四
六・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　021.1-204-1

〕

14

嵯さ

峨が

光こ
う

仏ぶ
つ

縁え
ん

起ぎ
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二
〇
世
紀
初
頭
仏
教
伝
来
の
ル
ー
ト
を
探
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
を
調
査
し
た
大
谷
探

検
隊
が
収
集
し
た
資
料
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
の
資
料
は
︑
ウ
イ
グ
ル
語
の
文
章
と
絵

に
よ
る
木
版
印
刷
本
の
一
部
で
あ
る
︒
内
容
は
︑
過
去
と
現
在
の
因
果
関
係
を
明
ら

か
に
し
た
仏
教
説
話
で
あ
る
本
生
話
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

布
施
の
行
を
極
端
に
ま
で
強
調
し
た
物
語
で
あ
り
︑
奴
隷
に
欲
し
い
と
乞
う
た
バ

ラ
モ
ン︵
中
央
︶が
︑
ス
ダ
ー
ナ
王
子︵
左
︶か
ら
二
人
の
実
子
を
与
え
ら
れ
︑
そ
の
子

ら
に
縄
を
か
け
引
き
た
て
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
王
子
が
愛
情
を
殺
し
て
布
施

を
敢
行
す
る
と
い
う
︑
こ
の
物
語
の
中
で
最
も
涙
を
誘
う
場
面
で
あ
る
︒

二
紙

縦
一
二・〇
×
横
三
八・五
㎝

〔
流
沙
残
闕
　N

o166

＋167

〕

15

絵え

入い

り
ウ
イ
グ
ル
文ぶ

ん

『
ス
ダ
ー
ナ
本ほ

ん

生じ
ょ
う

話わ

』（
大お

お

谷た
に

探た
ん

検け
ん

隊た
い

収し
ゅ
う

集し
ゅ
う

）



日
本
の

物
語
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本
書
は
︑
寛
文
延
宝
頃
に
作
成
さ
れ
た
奈
良
絵
本
で
︑
全
体
的
に
保
存
状
態
は
良

好
で
あ
る
︒
本
文
は
一
面
一
〇
行
書
︒
挿
絵
の
直
前
や
巻
末
の
一
部
で
は
本
文
が
散

ら
し
書
き
に
な
っ
て
い
る
︒
挿
絵
は
上
が
四
図
︑
中
が
四
図
︑
下
が
四
図
で
あ
る
︒

挿
絵
は
︑
半
葉︵
一
頁
分
︶の
も
の
と
見
開
き
二
頁
の
も
の
と
二
種
類
が
あ
る
︒
こ
の

期
の
奈
良
絵
本
と
比
べ
て
︑
し
っ
か
り
と
し
た
構
図
を
持
つ
︒
挿
絵
は
濃
彩
で
あ
る
︒

詞
書
部
分
の
料
紙
に
も
︑
金
泥
で
草
花
な
ど
の
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
︒
奥
書
は
な

い
︒
本
文
系
統
は
「
さ
る
の
み
や
つ
こ
」
系
で
あ
る
︒

本
中
の
挿
絵
に
つ
い
て
︑
龍
谷
大
学
古
典
籍
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
セ
ン

タ
ー
で
顔
料
分
析
を
行
っ
た
結
果
︑
絵
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
青
色
」
の
中
に
コ
バ

ル
ト
を
主
と
し
た
顔
料
が
見
つ
か
っ
た
︒
コ
バ
ル
ト
入
り
の
顔
料
を
取
り
入
れ
て
描

く
こ
と
の
最
も
早
い
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
発
見
と
い
え
よ
う
︒

三
帖　
挿
絵
一
二
図　
江
戸
初
期
写

縦
二
三・二
×
横
一
七・三
㎝

〔
請
求
記
号
　021-578-3

〕

16

奈
良
絵
本
　
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り



23

『
伊
勢
物
語
』
は
︑
理
想
の
男
性
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
主
人
公
の
恋
愛
話
を
中

心
に
︑
一
代
記
風
の
構
成
で
描
か
れ
た
︑
平
安
時
代
成
立
の
物
語
で
あ
る
︒
そ
の
モ

デ
ル
は
在
原
業
平
と
言
わ
れ
て
い
て
︑『
在
五
が
物
語
』︑『
在
五
中
将
の
日
記
』
と

も
呼
ば
れ
た︵「
在
五︵
中
将
︶」
は
業
平
の
こ
と
︶︒

作
者
︑
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
見
識
と
文
才
の
あ
る
人
物
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒『
源
氏
物
語
』な
ど
後
代
の
作
品
に
も
影
響
を
与
え
︑『
伊

勢
物
語
』
を
題
材
に
し
た
絵
や
工
芸
品
︑
小
説
な
ど
も
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た
︒

江
戸
時
代
に
は
︑
慶
長
年
間︵
一
五
九
六
～
一
六
一
五
︶
に
刊
行
さ
れ
た
嵯
峨
本

『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
︑
様
々
な
版
本
が
多
数
刊
行
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
江
戸

中
期
か
ら
は
︑
往
来
物
の
よ
う
な
『
伊
勢
物
語
』
の
版
本
も
刊
行
さ
れ
た
︒

二
巻　
一
冊　
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）刊

縦
二
六・二
×
横
一
八・六
㎝

〔
請
求
記
号
　913.32-1W

-1

　
写
字
台
文
庫
〕

17

伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り
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『
大
和
物
語
』
は
和
歌
を
主
と
し
︑
恋
愛
・
伝
説
な
ど
を
主
題
と
す
る
一
七
〇
余

編
の
物
語
を
収
録
し
た
も
の
で
︑
宇
多
朝
か
ら
村
上
朝
に
か
け
て
の
後
宮
に
お
け
る

歌
語
り
の
集
成
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
時
代
は
『
古
今
和
歌
集
』
が
編
ま
れ
︑『
土
佐

日
記
』
が
書
か
れ
る
な
ど
︑
和
風
の
文
化
が
隆
盛
し
︑「
ひ
ら
が
な
」
に
よ
る
表
現

が
文
学
作
品
と
し
て
も
定
着
し
て
い
く
時
代
だ
っ
た
︒
表
紙
は
︑
藍
地
に
金
泥
で
藤

の
文
様
︑
外
題
は
白
地
に
金
箔
が
施
さ
れ
た
題
簽
に
︑「
大
和
物
語
」
と
あ
る
︒
表

紙
見
返
し
は
︑
金
・
銀
箔
を
散
し
て
あ
る
︒
本
文
中
の
絵
は
一
六
図
に
の
ぼ
り
︑
奈

良
絵
本
の
『
大
和
物
語
』
と
し
て
は
挿
絵
の
多
さ
が
特
徴
で
あ
る
︒

一
冊　
江
戸
時
代
写　

縦
一
七・〇
×
横
二
五・四
㎝

〔
請
求
記
号
　021-590-1

〕

18

奈
良
絵
本
　
大や

ま

和と

物も
の

語が
た
り
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『
源
氏
物
語
』
は
︑
平
安
時
代
中
期
に
成
立
し
た
長
編
物
語
で
あ
る
︒
天
皇
の
子

と
し
て
生
ま
れ
︑
才
能
・
容
姿
に
恵
ま
れ
な
が
ら
も
︑
臣
籍
降
下
し
て
源
氏
姓
と
な
っ

た
主
人
公
の
光
源
氏
の
人
生
と
そ
の
子
孫
の
人
生
を
描
い
た
長
編
恋
愛
の
物
語
で
あ

る
︒
七
〇
年
に
及
ぶ
出
来
事
の
中
で
約
五
〇
〇
人
の
人
物
が
登
場
す
る
︒
加
え
て
︑

物
語
中
に
約
八
〇
〇
首
も
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒

本
書
は
︑江
戸
時
代
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
絵
入
り
の
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
︒『
源

氏
物
語
』
の
版
本
は
︑
江
戸
時
代
初
期
の
古
活
字
版
に
は
じ
ま
り
︑
寛
永
頃
の
無
刊

記
整
版
本
な
ど
︑
い
ま
だ
出
版
が
未
成
熟
な
時
期
に
お
い
て
も
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

存
五
六
巻　
五
六
冊　
紫
式
部
著　
山
本
春
正
編　
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）刊

縦
二
七・〇
×
横
一
八・八
㎝

〔
請
求
記
号
　913.36-27W

-56

　
写
字
台
文
庫
〕

19

源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り
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江
戸
後
期
写
︒
絹
本
︑巻
子
装
︒『
源
氏
物
語
』
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑『
源

氏
物
語
』
の
前
半
部
に
あ
た
る
桐
壺
巻
か
ら
蓬
生
巻
ま
で
各
帖
一
場
面
を
描
い
た
も

の
で
︑
一
巻
五
図
︑
三
巻
で
合
計
一
五
図
で
あ
る
︒
す
や
り
霞
に
金
箔
を
散
ら
し
︑

邸
内
の
描
写
は
吹
き
抜
き
屋
台
の
技
法
が
用
い
ら
れ
︑
色
彩
は
濃
厚
で
︑
繊
細
な
描

線
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
︑
典
雅
で
優
艶
な
色
調
を
た
た
え
た
開
放
感
の
あ
る
絵
と

な
っ
て
い
る
︒
筆
者
の
狩
野
探
信︵
守
道
︑
一
七
八
五
～
一
八
三
五
︶は
︑
鍛
冶
橋
狩

野
家
の
第
七
代
で
︑
父
探
牧
の
教
え
を
受
け
︑
幕
府
奥
絵
師
も
務
め
て
い
る
︒

三
巻　
三
冊　
江
戸
時
代
後
期
写

各
縦
三
二・〇
×
横
三
三
八・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　021.1-188-3

〕

20

源げ
ん

氏じ

画え
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『
住
吉
物
語
』
は
異
本
が
多
い
が
︑
伝
本
の
分
類
を
略
本
系
・
流
布
本
系
・
中
間

本
系
・
広
本
系
の
四
種
に
分
け
る
立
場
に
よ
れ
ば
︑
本
書
は
流
布
本
系
の
本
文
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
︒

物
語
の
内
容
は
典
型
的
な
継
子
物
語
で
︑
継
母
が
姫
君
の
結
婚
を
妨
害
す
る
が
︑

最
後
は
長
谷
寺
観
音
の
霊
験
に
よ
り
幸
福
な
結
婚
生
活
を
す
る
と
い
う
も
の
︒
挿
絵

は
上
・
中
・
下
各
五
図
あ
る
︒

三
帖　
挿
絵
一
五
図　
江
戸
初
期
写

縦
二
三・二
×
横
一
七・五
㎝

〔
請
求
記
号
　022-748-3

〕

21

奈
良
絵
本
　
住す

み

よ
し
物も

の

語が
た
り
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こ
の
奈
良
絵
巻
二
巻
は
寛
文
・
延
宝︵
一
六
六
一
～
一
六
八
一
︶頃
の
写
本
で
︑
大

形
の
長
大
な
巻
子
本
で
あ
る
︒
絵
は
上
巻
に
六
図
︑
下
巻
に
五
図
あ
り
︑
金
銀
泥

極
彩
色
の
画
で
︑
近
世
初
期
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
彩
色
等
は
劣
化
も
な

く
︑
鮮
や
か
で
あ
る
︒
本
文
料
紙
は
鳥
の
子
紙
で
︑
そ
れ
に
金
泥
で
下
絵
を
描
い
た

上
等
な
も
の
で
あ
る
︒
本
文
は
仮
名
主
体
で
書
か
れ
︑
漢
字
の
部
分
は
横
に
読
み
を

付
し
て
い
る
︒

本
書
の
内
容
は
文
武
二
道
を
も
っ
て
政
を
行
う
こ
と
が
天
下
を
治
め
る
要
で
あ
る

こ
と
を
説
い
た
も
の
で
︑
上
巻
に
唐
国︵
中
国
︶の
黄
帝
か
ら
高
祖
に
至
る
武
勇
に
つ

い
て
述
べ
︑
下
巻
で
本
朝︵
日
本
︶の
古
代
神
話
か
ら
鎌
倉
幕
府
源
氏
三
代
ま
で
の
武

勇
に
つ
い
て
述
べ
︑
武
家
繁
昌
の
歴
史
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

当
該
の
「
武
家
繁
昌
」
は
版
本
が
な
く
︑
奈
良
絵
巻
の
巻
子
本
と
︑
奈
良
絵
本
の

冊
子
本
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
︒
国
書
総
目
録
に
は
学
習
院
と
大
東
急
文
庫
及
び
横

山
重
氏
の
個
人
蔵
の
も
の
の
三
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
数
は
少
な
く
︑
写

本
も
寛
文
よ
り
前
の
も
の
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
︒

当
該
の
巻
子
本
二
巻
は
伝
本
が
少
な
い
上
︑
近
世
初
期
の
寛
文
・
延
宝
頃
の
写
本

で
︑
し
か
も
大
形
の
堂
々
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
絵
の
状
態
も
良
好
な
点
で
貴
重
で

あ
る
︒

二
巻　
二
冊　
寛
文
・
延
宝（
一
六
六
一
〜
一
六
八
一
）頃
写

縦
三
二・〇
×
横
一
二
二
〇・〇
㎝（
上
巻
）、
縦
三
二・〇
×
横
一
一
七
五・〇
㎝（
下
巻
）

〔
請
求
記
号
　021.1-203-2

〕

22

奈
良
絵
巻
　
武ぶ

家け

繁は
ん

昌じ
ょ
う
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平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
絵
巻
物
で
あ
る
︒
貞
観
八
年︵
八
六
六
︶に
起
き
た
応

天
門
の
火
災
を
発
端
と
す
る
応
天
門
の
変
を
題
材
に
し
て
い
る
︒
大
納
言
伴と
も
の
よ
し
お

善
男
が

左
大
臣
源み
な
も
と
の
ま
こ
と

信
を
陥
れ
よ
う
と
陰
謀
を
画
策
し
︑
や
が
て
そ
れ
が
露
見
し
︑
失
脚
す

る
ま
で
の
過
程
を
絵
巻
物
語
と
し
て
伝
え
て
い
る
︒

作
者
は
︑
常
磐
光
長︵
生
没
年
未
詳
︶と
さ
れ
︑
時
の
後
白
河
法
皇︵
一
一
二
七
～

一
一
九
二
︶
が
『
年
中
行
事
絵
巻
』
と
と
も
に
描
か
せ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
︒
平
安

時
代
の
人
々
を
描
い
た
絵
巻
と
し
て
優
れ
て
お
り
︑
史
料
と
し
て
の
価
値
も
評
価
さ

れ
て
い
る
︒『
源
氏
物
語
絵
巻
』
な
ど
と
並
び
︑
四
大
絵
巻
物
の
一
つ
に
数
え
ら
れ

て
い
る
︒

三
巻　
伝
常
磐
光
長
作　
江
戸
時
代
写

縦
三
八・五
×
横
八
四
二・二
㎝（
上
巻
）、
縦
三
八・八
×
横
八
七
五・五
㎝（
中
巻
）

縦
三
八・五
×
横
九
五
〇・二
㎝（
下
巻
）

〔
請
求
記
号
　022.1-206-3

〕

23

伴ば
ん

大だ
い

納な

言ご
ん

絵え

詞こ
と
ば
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平
家
の
栄
華
と
没
落
を
描
き
︑「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
︙
」
の
書
き
出
し
で
知
ら

れ
る
『
平
家
物
語
』
は
中
世
前
期
に
成
立
し
て
以
来
︑
広
く
愛
読
さ
れ
︑
語
り
継
が

れ
て
き
た
日
本
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
︒
後
世
へ
の
影
響
も
大
き
く
︑
同
じ

ジ
ャ
ン
ル
の
軍
記
物
語
を
は
じ
め
諸
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
︒

そ
の
原
作
者
に
つ
い
て
は
多
く
の
説
が
あ
り
︑
最
古
の
も
の
は
兼
好
法
師
の
『
徒

然
草
』
の
な
か
に
︑
信
濃
前
司
行
長
な
る
人
物
が
作
者
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

行
長
は
︑
鎌
倉
時
代
初
期
︑
関
白
・
九
条
兼
実
に
仕
え
て
い
た
家
司
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
︒

原
本
は
す
で
に
な
い
が
︑
書
写
さ
れ
た
多
く
の
諸
本
が
現
存
︒
大
き
く
は
盲
目
の

琵
琶
法
師
が
琵
琶
を
か
き
鳴
ら
し
な
が
ら
語
る
と
き
の
台
本
と
な
る
「
語
り
本
系
」

と
︑
読
み
物
と
し
て
語
り
本
系
よ
り
も
分
量
の
多
い
「
読
み
本
系
」
の
二
系
統
に
分

か
れ
る
︒
さ
ら
に
語
り
本
系
統
の
諸
本
は
流
派
の
別
か
ら
︑
一
方
流
諸
本
と
八
坂
流

諸
本
と
に
区
別
さ
れ
る
︒

龍
谷
大
学
本
は
︑
語
り
本
系
一
方
流
の
覚
一
本
で
あ
る
︒
覚
一
本
は
南
北
朝
期
の

代
表
的
な
琵
琶
法
師
・
覚
一
が
応
安
四
年︵
一
三
七
一
︶︑
当
流
の
証
本
と
し
て
書
き

遺
し
た
伝
本
で
あ
り
︑
奥
書
に
覚
一
と
い
う
署
名
が
見
え
る
︒

な
お
︑
龍
谷
大
学
本
に
は
︑
同
じ
覚
一
系
の
高
野
本︵
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
︶

に
あ
る
「
祇
王
の
巻
」
と
「
小
宰
相
の
巻
」
が
な
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
同
本

が
最
古
の
覚
一
本
で
あ
り
︑
二
つ
の
巻
は
後
か
ら
創
り
出
さ
れ
て
付
加
さ
れ
た
こ
と

に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
龍
谷
大
学
本
は
覚
一
系
の
な
か
で
も
最
も
古
い
写
本
と
し
て

重
視
さ
れ
て
き
た
︒
加
え
て
文
学
的
に
も
完
成
さ
れ
た
伝
本
と
言
わ
れ
︑
日
本
古
典

文
学
大
系
本
『
平
家
物
語
』︵
岩
波
書
店
︶の
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

一
二
冊　
室
町
時
代
写　
縦
二
八・〇
×
二
二・五
㎝

〔
請
求
記
号
　021-332-12

〕

24

平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り
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鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
軍
記
物
語
︒

作
者
は
未
詳
で
あ
る
︒
内
容
は
︑
現
在
の
静
岡
県
伊
東
市
に
あ
た
る
伊
豆
の
国

久く
す
み
の
し
ょ
う

須
美
庄
の
相
続
を
巡
り
︑
工く

藤ど
う

祐す
け

経つ
ね

に
殺
さ
れ
た
河か
わ

津づ

祐す
け

通み
ち

の
遺
児
で
あ
る
曾そ

我が

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

祐す
け

成な
り

と
弟
の
五ご
ろ
う
と
き
む
ね

郎
時
致
の
兄
弟
が
︑
苦
心
の
末
︑
富
士
の
狩
場
で
仇
を
討
つ
と

い
う
物
語
で
あ
る
︒

仇
討
は
成
功
す
る
が
︑
兄
の
十
郎
は
討
ち
死
に
し
︑
弟
の
五
郎
は
捕
ら
え
ら
れ
て

処
刑
さ
れ
た
︒
悲
劇
的
な
最
期
を
迎
え
た
こ
と
で
︑兄
弟
の
仇
討
に
懸
け
る
思
い
が
︑

よ
り
純
粋
な
も
の
と
し
て
人
々
の
心
を
捉
え
た
︒
後
世
︑
特
に
江
戸
時
代
に
大
衆
の

人
気
を
博
し
︑
能
や
浄
瑠
璃
︑
歌
舞
伎
な
ど
の
題
材
と
な
り
︑
現
在
で
も
演
じ
ら
れ

て
い
る
も
の
あ
る
︒

一
二
巻　
一
二
冊　
江
戸
時
代
刊

縦
二
四・五
×
横
一
八・六
㎝

〔
請
求
記
号
　913.437-4W

-12

　
写
字
台
文
庫
〕

25

曾そ

我が

物も
の

語が
た
り
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当
該
本
は
横
本
の
奈
良
絵
本
︒
も
と
も
と
三
冊
本
で
あ
っ
た
が
︑
下
巻
を
欠
い
て

い
る
︒「
ぶ
ん
し
ゃ
う
」「
ぶ
ん
せ
う
」「
ぶ
ん
し
ゃ
う
物
語
」「
文
正
草
子
」
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
︒
お
伽
草
子
の
中
で
も
最
も
伝
本
の
多
い
作
品
と

さ
れ
る
︒

内
容
は
︑
大
宮
司
に
仕
え
て
い
た
男
が
主
人
か
ら
暇
を
言
い
わ
た
さ
れ
る
が
︑
そ

の
後
製
塩
で
成
功
し
て
長
者
に
な
る
と
い
う
︑
極
め
て
め
で
た
い
立
身
出
世
を
主
題

と
し
た
物
語
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
草
子
は
「
祝
の
草
子
」
と
も
「
め

で
た
物
語
」
と
も
呼
ば
れ
︑
正
月
の
子
女
の
読
書
初
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
︒

当
該
本
の
料
紙
は
間
似
合
紙
︒
針
目
安︵
針
見
当
︶を
存
す
︒

存
上
・
中
二
冊　
挿
絵
一
〇
図　
江
戸
時
代
写

縦
一
五・八
×
横
二
三・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　022-487-2

〕

26

奈
良
絵
本
　
ふ
ん
し
や
う
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当
該
本
は
︑
奈
良
絵
本
で
︑
挿
絵
は
五
図
で
あ
る
︒
表
紙
は
紺
地
に
金
泥
で
秋
草 

模
様
︑
表
見
返
し
は
菱
型
模
様
の
銀
紙
︒
外
題
は
︑
金
泥
秋
草
模
様
の
朱
の
題
簽
に

「
志
加
物
語
下
」
と
墨
書
し
て
あ
る
︒ 

挿
絵
は
︑
す
や
り
霞
の
雲
形
を
絵
の
天
地
に

配
し
て
い
る
の
は
他
の
奈
良
絵
本
と
同
様
で
あ
る
︒
絵
は
素
朴
な
も
の
で
単
純
な
構

造
の
中
に
淡
彩
の
顔
料
を
用
い
て
い
る
が
︑
金
泥
を
用
い
て
い
る
箇
所
も
あ
る
︒

本
書
は
本
来
上
下
二
冊
で
あ
る
が
︑
上
巻
は
失
わ
れ
て
い
る
︒
本
書
以
外
に
︑
東

京
大
学
・
金
刀
比
羅
宮
図
書
館
に
完
本
が
存
し
︑
い
ず
れ
も
奈
良
絵
本
と
し
て
伝
存

す
る︵「
古
典
文
庫
」
所
収
久
原
本
は
伝
存
不
明
︶︒

内
容
は
︑
堀
川
中
納
言
の
姫
君
と
深
い
契
り
を
結
ん
で
い
た
大
納
言
の
御
子
の
少

将
が
︑
大
臣
家
に
取
り
込
め
ら
れ
て
帰
れ
な
く
な
り
︑
姫
は
少
将
の
心
変
わ
り
を
恨

ん
で
志
賀
に
身
を
隠
し
︑
若
宮
を
産
ん
で
死
ぬ
︒
少
将
は
後
に
姫
の
死
を
知
り
︑
菩

提
を
弔
い
︑
若
君
は
出
世
し
て
大
将
と
な
る
と
い
う
も
の
︒

一
冊　
江
戸
初
期
写　

縦
一
六・八
×
横
二
四・三
㎝

〔
請
求
記
号
　022-747-1

〕

27

奈
良
絵
本
　
志し

賀が

物も
の

語が
た
り
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表
紙
は
紺
色
地
に
金
泥
で
花
・
蝶
・
木
が
描
か
れ
て
お
り
︑
中
央
に
橙
色
題
簽
で

「
大
し
ょ
く
は
ん
　
上
」
の
如
き
外
題
が
あ
る
︒
見
返
し
は
銀
箔
が
貼
ら
れ
︑
型
押

し
の
唐
草
模
様
が
あ
る
︒
内
題
・
奥
書
は
無
い
︒
極
彩
色
画
一
三
図
︒
本
文
は
毎
半

葉
一
三
行
︑
毎
行
一
二
～
一
四
字
程
度
の
漢
字
交
じ
り
の
平
仮
名
文
で
書
か
れ
て
お

り
︑
若
干
の
誤
脱
や
衍
を
除
い
て
刊
本
の
「
舞
の
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
︑
中
冊

の
本
文
に
は
︑
書
写
も
れ
か
脱
落
が
一
箇
所
見
受
け
ら
れ
る
︒

挿
絵
は
典
型
的
な
奈
良
絵
で
︑
霞
に
一
部
金
銀
箔
を
用
い
て
い
る
︒
お
よ
そ
近
世

前
期
頃
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
剝
落
等
は
殆
ど
な
く
︑
保
存
状
態
は
良
好
で

あ
る
︒

内
容
は
︑
中
国
か
ら
送
ら
れ
た
宝
珠
が
瀬
戸
内
海
で
龍
に
奪
わ
れ
︑
大
織
冠
藤
原

鎌
足
が
海
女
と
契
っ
て
︑
そ
の
海
女
に
宝
珠
を
取
り
返
さ
せ
る
玉
取
り
伝
説
で
あ
る
︒

三
冊　
紙
本
極
彩
色
一
三
図　
江
戸
前
期
写

縦
一
五・五
×
横
二
三・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　021-593-3

〕

28

奈
良
絵
本
　
大た

い

織し
よ

冠か
ん
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「
浦
島
太
郎
」
は
︑
御
伽
草
子
と
し
て
最
も
親
し
ま
れ
た
物
語
の
一
つ
と
し
て
︑

文
学
史
上
の
意
義
が
大
き
い
︒
本
資
料
は
︑「
浦
島
太
郎
」
の
絵
巻
で
あ
る
︒
本
文

は
多
少
異
同
が
あ
る
も
の
の
︑澁
川
版
御
伽
文
庫
本
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
︒『
日

本
書
紀
』
な
ど
に
見
え
る
浦
島
説
話
に
比
べ
︑
亀
の
報
恩
講
と
浦
島
明
神
の
本
地
譚

を
強
調
し
て
い
る
点
に
︑
御
伽
草
子
ら
し
い
中
世
的
な
特
徴
が
あ
る
︒

全
部
で
八
図
あ
る
挿
画
は
︑
金
銀
泥
を
用
い
て
繊
細
な
箇
所
ま
で
丁
寧
に
描
か
れ

て
お
り
︑
中
国
風
に
描
か
れ
た
竜
宮
城
な
ど
描
写
に
面
白
さ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
料
紙

は
金
泥
で
草
花
の
下
絵
を
施
し
て
い
て
︑
そ
こ
に
流
麗
な
筆
跡
で
本
文
が
描
か
れ
て

お
り
︑
華
や
か
さ
を
有
し
て
い
る
︒

一
巻　
延
宝
・
貞
享
頃（
一
六
七
三
〜
一
六
八
七
）写

縦
三
一・五
×
横
一
三
六
五・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　021.1-206-1

〕

29

浦う
ら

島し
ま

太た

郎ろ
う
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井
原
西
鶴︵
一
六
四
二
～
一
六
九
三
︶の
代
表
作
品
の
一
つ
で
︑
町
人
物
三
部
作
の

『
日
本
永
代
蔵
』『
西
鶴
織
留
』『
世
間
胸
算
用
』の
第
一
作
が
本
書
で
あ
る
︒
京
・
大
坂
・

江
戸
を
中
心
に
︑
諸
都
市
の
町
人
の
興
亡
盛
衰
談
を
収
め
る
︒
ま
た
︑
本
作
品
に
は
︑

町
人
物
の
す
べ
て
に
わ
た
る
西
鶴
の
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

本
作
品
は
︑
話
の
面
白
さ
と
町
人
道
の
教
訓
性
か
ら
︑
江
戸
時
代
を
通
し
て
多
く

の
読
者
を
得
て
お
り
︑
従
っ
て
異
版
も
多
く
︑
ま
た
摺
出
し
も
多
数
で
︑
版
面
の
磨

滅
が
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
︒
当
該
本
も
磨
滅
の
箇
所
が
部
分
的
に
あ
る
が
︑
摺
り

は
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
︒

六
巻　
六
冊　
井
原
西
鶴
著　
貞
享
五
年（
一
六
八
八
）刊

縦
二
四・九
×
横
一
七・六
㎝

〔
請
求
記
号
　913.52-28W

-6

〕

30

日に
っ

本ぽ
ん

永え
い

代た
い

蔵ぐ
ら
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鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
武
将
楠
木
正
成
は
︑
後
醍
醐

天
皇
を
奉
じ
て
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
︑
建
武
の
新
政
の
立
役
者
と
な
っ
た
︒
室
町
幕
府

を
興
し
た
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し
た
後
も
︑
後
醍
醐
天
皇
の
南
朝

方
と
し
て
戦
い
︑
湊
川
の
合
戦
で
自
刃
し
た
︒
南
朝
方
と
し
て
戦
っ
た
正
成
は
︑
室

町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
末
ま
で
朝
敵
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
後
醍
醐
天
皇
に
最
期
ま
で

忠
義
を
尽
く
し
た
悲
劇
の
武
将
と
し
て
評
価
さ
れ
た
︒

本
作
品
は
︑
江
戸
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
読
本
で
あ
り
︑
正
成
の
生
涯
を
三
編
に

分
け
て
︑
絵
入
物
語
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
忠
義
の
武
将
と
い
う
評
価

も
あ
り
︑
広
く
人
々
に
読
ま
れ
た
︒
ま
た
︑
久
留
米
藩
士
で
あ
り
︑
尊
王
攘
夷
の
活

動
家
で
あ
っ
た
真ま

木き

和い
ず
み泉︵
一
八
一
三
～
一
八
六
四
︶の
幼
少
期
に
も
影
響
を
与
え
た

と
い
う
逸
話
が
あ
る
︒

初
編
一
〇
巻
一
〇
冊　
二
編
一
〇
巻（
欠
巻
一・三・四
）七
冊　
三
編
一
〇
巻
一
〇
冊　

山
田
案
山
子
述　
速
見
春
暁
斎
画　
初
編
寛
政
一
二
年（
一
八
〇
〇
）刊

二
編
享
和
元
年（
一
八
〇
一
）刊　
三
編
文
化
六
年（
一
八
〇
九
）刊

縦
二
二・五
×
横
一
五・七
㎝

〔
請
求
記
号
　913.65-60W

-27

　
写
字
台
文
庫
〕

31

絵え

本ほ
ん

楠な
ん

公こ
う

記き
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文
章
の
読
み
や
す
さ
と
絵
の
面
白
さ
か
ら
︑
江
戸
時
代
後
期
の
大
衆
に
︑
豊
臣
秀

吉
伝
説
を
定
着
さ
せ
た
物
語
で
あ
る
︒
当
時
の
民
衆
は
︑
内
容
の
真
偽
を
判
断
す
る

手
段
が
他
に
な
か
っ
た
た
め
︑
伝
説
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
真
実
と
し
て
︑
豊
臣

秀
吉
が
大
衆
化
さ
れ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
︒

『
絵
本
太
閤
記
』
が
完
成
し
た
二
年
後
の
文
化
元
年︵
一
八
〇
四
︶
に
︑
豊
臣
氏
関

係
の
出
版
統
制
に
よ
り
︑
幕
府
か
ら
絶
版
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
秀
吉
を
主
人
公

に
し
た
場
合
︑
家
康
は
豊
臣
家
か
ら
の
政
権
を
奪
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
し
ま

う
な
ど
︑
東
照
大
権
現
と
し
て
神
格
化
さ
れ
て
い
る
開
幕
の
祖
︑
家
康
の
威
信
を
堅

持
で
き
な
く
な
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

六
編
七
二
巻　
七
二
冊　
武
内
確
斎
著　
岡
田
玉
山
画

寛
政
九
年（
一
七
九
七
）〜
享
和
元
年（
一
八
〇
一
）刊

縦
二
二・五
×
横
一
五・七
㎝

〔
請
求
記
号
　913.65-19W

-72

　
写
字
台
文
庫
〕

32

絵え

本ほ
ん

太た
い

閤こ
う

記き
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本
書
は
︑
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
『
石
山
軍
鑑
』
を
絵
本
読
本
の
形
式
に
改
作
し

た
明
治
時
代
の
娯
楽
的
な
読
み
物
で
あ
る
︒『
石
山
軍
鑑
』
は
︑
江
戸
時
代
中
期
の

明
和
年
間︵
一
七
六
四
～
一
七
七
二
︶項
に
立
耳
軒
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
実
録
体
小
説

で
︑
写
本
で
流
布
し
た
︒
一
方
︑
絵
本
読
本
と
は
︑
近
世
後
期
に
流
行
し
た
娯
楽
小

説
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
︑
そ
の
名
の
と
お
り
挿
絵
を
多
用
し
た
娯
楽
小
説
の
こ
と
で
あ

る
︒本

書
は
︑
明
治
一
四
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
︑
初
編
・
二
編
・
三
編

の
全
三
〇
冊
で
構
成
さ
れ
る
︒
編
輯
者
は
土
屋
正
義
︒
内
容
は
︑
織
田
信
長
と
本
願

寺
と
の
間
で
十
余
年
に
わ
た
り
繰
り
広
け
ら
れ
た
石
山
合
戦
の
顚
末
を
描
く
も
の
で

あ
る
︒

『
石
山
軍
鑑
』
が
成
立
し
た
江
戸
時
代
中
期
は
︑
お
り
し
も
浄
土
真
宗
の
説
教
が

隆
盛
に
向
か
っ
た
時
期
で
あ
る
が
︑
本
書
の
刊
行
さ
れ
た
明
治
時
代
は
そ
の
欄
熟
期

に
相
当
し
︑「
石
山
軍
記
」
の
説
教
台
本
が
活
版
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
︒

初
編
一
〇
巻
一
〇
冊　
二
編
一
〇
巻
一
〇
冊　
三
編
一
〇
巻
一
〇
冊

土
屋
正
義
編　

初
編
明
治
一
四
年（
一
八
八
一
）刊　

二
編
・
三
編
明
治
一
六
年

（
一
八
八
三
）刊

縦
二
二・四
×
横
一
五・七
㎝

〔
請
求
記
号
　913.65-66W

-30

〕

33

絵え

本ほ
ん

石い
し

山や
ま

軍ぐ
ん

記き
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本
書
は
︑
中
国
・
宋
の
説
話
集
『
諧
史
』
に
想
を
得
た
読
本
『
自
来
也
説
話
』
を

模
倣
し
た
伝
奇
長
編
で
あ
る
︒
四
三
編︵
未
完
︶の
合
巻
で
︑
江
戸
の
和
泉
屋
市
兵
衛

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
︒
合
巻
と
は
︑
江
戸
後
期
の
草
双
紙
の
一
種
で
︑
伝
奇
性
と

娯
楽
性
の
濃
い
絵
画
小
説
版
本
で
あ
る
︒

本
書
は
美
図
垣
笑
顔
を
は
じ
め
︑
複
数
の
作
者
に
よ
る
嗣
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

作
柄
に
変
化
を
見
せ
て
展
開
す
る
特
徴
を
持
つ
︒

内
容
は
︑
主
人
公
の
児
雷
也
が
蝦が

蟇ま

の
精
霊
道
士
か
ら
妖
術
を
授
か
り
︑
悪
人

や
妖
怪
を
討
つ
英
雄
的
義
賊
と
し
て
活
躍
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
好
評
を

得
て
大
い
に
流
行
し
た
本
作
は
阿
竹
黙
阿
弥
に
よ
っ
て
劇
化
さ
れ
︑
嘉
永
五
年

︵
一
八
五
二
︶︑歌
舞
伎『
児
雷
也
豪
傑
譚
話
』
が
江
戸
の
河
原
崎
座
で
上
演
さ
れ
た
︒

そ
の
後
︑
人
気
役
者
の
主
演
が
更
な
る
評
判
を
呼
び
︑
双
六
や
錦
絵
が
多
く
製
作
さ

れ
た
︒
ま
た
︑
明
治
時
代
に
は
︑
歌
舞
伎
の
粗
筋
を
ま
と
め
た
二
〇
丁
の
合
巻
も
刊

行
さ
れ
た
︒
出
版
と
芝
居
の
興
行
が
影
響
し
合
い
︑
密
接
な
相
互
関
係
を
見
せ
た
作

品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

五
七
冊　
美
図
垣
笑
顔
・
一
筆
庵
主
人
他
作

香
蝶
楼（
歌
川
）国
貞
・
国
輝
・
国
芳
他
画　
江
戸
時
代
刊　

縦
一
八・〇
×
横
一
二・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　913.58-9W

-57

〕

34

児じ

雷ら
い

也や

豪ご
う

傑け
つ

譚
も
の
が
た
り
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本
書
は
「
縮
緬
本
」
と
い
わ
れ
る
︑
和
紙
に
活
字
を
印
刷
し
︑
織
物
の
縮
緬
と
同

様
な
感
触
に
な
る
よ
う
に
特
殊
加
工
し
て
作
ら
れ
た
小
冊
子
で
あ
る
︒
寛
政
の
前
後

よ
り
大
正
の
頃
ま
で
流
行
し
た
︒
な
か
で
も
東
京
の
長
谷
川
武
次
郎
の
欧
文
縮
緬
本

な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
︒

『JA
PA

N
ESE FA

IRY
 T

A
LE SERIES

』
は
︑桃
太
郎
︑舌
切
雀
︑猿
蟹
合
戦
︑

花
咲
爺
︑
か
ち
か
ち
や
ま
等
︑
日
本
の
昔
噺
を
英
文
に
し
︑
美
し
い
色
彩
で
描
い
て

い
る
︒
英
文
以
外
に
も
ド
イ
ツ
語
本
も
あ
り
貴
重
で
あ
る
︒

明
治
以
降
︑
日
本
の
昔
噺
・
詩
歌
や
風
俗
な
ど
が
︑
居
留
外
国
人
の
手
で
欧
州
語

に
翻
訳
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
色
摺
木
版
の
挿
絵
を
ほ
ど
こ
し
た
軽
装
本
が
︑
外
国
人

観
光
客
に
人
気
の
高
い
土
産
物
と
な
っ
た
︒
欧
米
の
子
供
用
絵
本
に
ラ
グ
ブ
ッ
ク
と

呼
ば
れ
る
布
製
の
絵
本
が
あ
る
が
︑
縮
緬
本
も
本
物
の
布
に
摺
ら
れ
た
絵
本
だ
と
思

い
︑
本
国
の
子
ど
も
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
買
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
の

製
法
は
︑
平
摺
り
し
た
木
版
画
を
芯
に
巻
い
て
圧
力
を
か
け
縮
緬
布
風
に
縮
め
た
特

殊
な
技
法
で
あ
り
︑
長
谷
川
武
次
郎
が
こ
れ
を
一
手
に
手
掛
け
た
︒
英
語
の
み
な
ら

ず
仏
・
独
・
蘭
・
西
語
な
ど
の
版
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
国
際
的
に
人
気
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

明
治
一
八
年
至
二
二
年（
一
八
八
五
〜
一
八
八
九
）刊

縦
一
五・二
×
横
一
〇・五
㎝　
縦
一
八・二
×
横
一
二・三
㎝

〔
請
求
記
号
　022-682-1,2,3

　022-757-1,2,3

〕

35JA
P
A
N
E
SE
 F
A
IR
Y
 

T
A
L
E
 SE
R
IE
S

（
日に

本ほ
ん

の
昔

む
か
し

噺ば
な
し）

〈独語版 舌切雀〉

〈英語版 猿蟹合戦〉

〈英語版 桃太郎〉





海
外
の

物
語
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『
長
恨
歌
』
は
唐
の
詩
人
白
楽
天
に
よ
る
長
篇
叙
事
詩
で
︑
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃

の
悲
恋
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
で
は
平
安
時
代
か
ら
親

し
ま
れ
︑
江
戸
時
代
に
は
狩
野
派
の
絵
師
に
よ
っ
て
豪
華
な
絵
巻
物
が
製
作
さ
れ
た

り
︑
あ
る
い
は
『
長
恨
歌
図
抄
』︵
延
宝
五
年︵
一
六
七
七
︶跋
︶の
よ
う
な
絵
入
版
本

が
刊
行
さ
れ
た
り
し
た
︒『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
巻
は
『
長
恨
歌
』
を
翻
案
し
た
物

語
と
も
い
わ
れ
る
な
ど
︑
日
本
文
学
・
文
化
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
︒

当
該
本
は
︑
寛
文
・
延
宝
頃
に
作
成
さ
れ
た
奈
良
絵
本
で
︑
上
巻
の
首
に
「
長
恨

歌
」
の
由
来
を
仮
名
文
で
記
し
た
序
が
あ
り
︑
以
下
詩
句
を
一
節
ず
つ
あ
げ
︑
そ
の

釈
文
を
添
え
て
い
る
︒

表
紙
は
紺
色
地
の
金
泥
下
絵
表
紙
︑
題
簽
は
藍
色
地
に
金
泥
下
絵
を
あ
し
ら
い
︑ 

表
紙
中
央
に
貼
ら
れ
て
い
る︵
原
題
簽
「
ち
ゃ
う
こ
ん
か
上︵
中
・
下
︶」︶︒
上
巻
は
︑

紙
数
二
九
丁
︑
挿
絵
五
図︵
そ
の
内
︑
見
開
き
は
一
図
︶︒
中
巻
は
︑
三
三
丁
︑
挿
絵

五
図
︒
下
巻
は
︑
二
八
丁
︑
挿
絵
四
図
︒
料
紙
は
間
似
合
紙
︒

古
い
時
代
に
「
長
恨
歌
」
を
絵
巻
や
奈
良
絵
本
化
し
た
も
の
は
現
在
全
く
伝
わ
っ

て
お
ら
ず
︑
現
存
し
て
い
る
本
は
す
べ
て
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
︑
そ

の
数
も
極
め
て
少
な
い
︒

三
冊　
寛
文
・
延
宝（
一
六
六
一
〜
一
六
八
一
）頃
写

縦
一
六・五
×
横
二
四・三
㎝

〔
請
求
記
号
　021-587-3

〕

36

奈
良
絵
本
　
長ち

ょ
う

恨ご
ん

歌か
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三
世
紀
の
中
国
で
︑
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
が
覇
権
を
争
っ
た
三
国
時
代
は
︑
歴
史

書
で
あ
る
『
三
国
志
』
が
著
さ
れ
た
他
︑
後
世
に
な
る
と
︑
民
間
伝
承
を
基
に
し
て
︑

三
国
の
争
覇
の
話
が
︑
様
々
な
説
話
と
し
て
語
ら
れ
︑
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

『
平
話
三
国
志
』
は
︑
宋
代
ま
で
の
三
国
時
代
の
様
々
な
説
話
を
︑
元
代
に
ま
と

め
て
一
つ
の
物
語
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
内
容
は
︑
史
実
と
異
な
る
点
や

矛
盾
す
る
点
が
多
く
な
り
︑
超
常
現
象
な
ど
も
描
か
れ
︑
荒
唐
無
稽
な
話
も
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
通
俗
小
説
と
し
て
知
ら
れ
る
『
三
国
志
演

義
』
の
成
立
に
つ
い
て
︑
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒

現
存
す
る
最
古
の
刊
本
は
︑
至
治
年
間︵
一
三
二
一
～
一
三
二
三
︶に
福
建
省
建
安

の
書
肆
虞
氏
が
刊
行
し
た
『
至
治
新
刊
全
相
平
話
三
国
志
』
で
あ
る
︒
当
該
資
料
は
︑

内
閣
文
庫
所
蔵
本
を
影
印
し
た
も
の
で
あ
る
︒

三
巻　
一
冊　
大
正
一
五
年（
一
九
二
六
）用
内
閣
文
庫
蔵
建
安
虞
氏
刊
元
刊
本
景
印

景
印
版
形（
半
葉
）縦
一
三・五
×
横
九・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　422.023-3W

-1

〕

37

至し

治じ

新し
ん

刊か
ん

全ぜ
ん

相そ
う

平へ
い

話わ

三さ
ん

国ご
く

志し
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中
国
の
三
国
時
代
を
扱
っ
た
『
三
国
志
演
義
』
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
項
目
別

に
記
し
た
本
︒
項
目
ご
と
に
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
︒

掲
載
頁
は
︑『
三
国
志
演
義
』
の
名
場
面
の
一
つ
で
あ
る
桃
園
の
誓
い
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
︒
左
側
の
人
物
が
劉
備
で
あ
り
︑
右
側
が
関
羽
と
張
飛
で
あ
る
︒
三
人

は
こ
の
誓
い
に
よ
り
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
で
生
死
を
共
に
す
る
宣
言
を
行
な
い
︑

そ
の
後
︑
三
国
の
一
つ
で
あ
る
蜀
を
建
国
す
る
の
で
あ
る
︒

一
〇
巻（
欠
第
六
巻
）　
九
冊　
桂
源
吾
宗
信
画　
天
明
八
年（
一
七
八
八
）刊

縦
二
二・八
×
横
一
六・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　913.65-25W

-9

　
写
字
台
文
庫
〕

38

絵え

本ほ
ん

三さ
ん

国ご
く

志し
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一
八
世
紀
︑
中
国
の
清
の
時
代
に
作
ら
れ
た
口
語
体
の
長
編
小
説
で
あ
る
︒
全

一
二
〇
回
か
ら
成
り
︑
前
八
〇
回
が
曹
雪
芹
の
作
︑
後
四
〇
回
が
高
鶚
の
続
作
で
あ

る
︒
中
国
の
元
代
か
ら
明
代
に
書
か
れ
た
口
語
体
の
長
編
小
説
で
あ
る
『
三
国
志
演

義
』『
水
滸
伝
』『
西
遊
記
』
と
合
わ
せ
て
「
中
国
四
大
名
著
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒

内
容
は
︑
主
人
公
で
あ
る
賈
宝
玉
と
︑
従
妹
で
詩
才
と
機
知
に
富
み
プ
ラ
イ
ド
の

高
い
林
黛
玉
︑
従
姉
で
良
妻
賢
母
型
の
薛
宝
釵
の
三
人
を
中
心
に
展
開
す
る
悲
恋
の

小
説
で
あ
る
︒
上
流
階
級
の
生
活
や
主
人
公
た
ち
の
交
情
が
細
か
く
記
さ
れ
て
お

り
︑
現
代
に
至
る
ま
で
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
︑
中
国
で
は
︑
映
画
や
ド
ラ
マ
が

何
作
か
製
作
さ
れ
て
い
る
︒

一
二
〇
回　

二
四
冊　

淸
曹
雪
芹（
名
は
霑
）
著　

淸
高
鶚
續　

乾
隆
五
六
年

（
一
七
九
一
）序　
刊
本

縦
一
八・七
×
横
一
一・六
㎝

〔
請
求
記
号
　923-64W

-24

〕

39

紅こ
う

楼ろ
う

夢む
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明
代
の
万
暦
年
間︵
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
︶に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
口
語
体
の
長

編
小
説
で
あ
り
︑『
三
国
志
演
義
』『
水
滸
伝
』『
西
遊
記
』
と
合
わ
せ
て
「
四
大
奇
書
」

︵「
中
国
四
大
名
著
」
と
も
呼
ば
れ
る
︶
と
さ
れ
る
︒
著
者
に
つ
い
て
︑
笑
笑
生
が
著

し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
名
や
生
没
年
は
不
詳
で
あ
り
︑
著
名
な
作
品
に
も
拘
ら

ず
︑『
金
瓶
梅
』
の
実
像
は
分
か
っ
て
い
な
い
︒

内
容
は
︑『
水
滸
伝
』
に
見
え
る
西
門
慶
と
潘
金
蓮
の
密
通
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
題

材
に
し
て
お
り
︑
山
東
の
豪
商
西
門
慶
が
︑
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
富
と
権
力
を
手

に
入
れ
︑
色
欲
と
金
欲
に
ふ
け
る
が
︑
淫
薬
を
飲
ん
で
急
死
し
︑
一
家
が
離
散
し
て

い
く
話
で
あ
る
︒
話
の
内
容
か
ら
︑
度
々
発
禁
処
分
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
が
︑
当

時
の
社
会
風
俗
を
浮
き
彫
り
に
し
︑
人
間
の
欲
望
を
赤
裸
々
に
描
い
て
お
り
︑
社
会

的
な
小
説
の
一
面
も
あ
り
︑
中
国
だ
け
で
は
な
く
︑
日
本
で
も
読
ま
れ
て
い
た
︒
ち

な
み
に
︑
本
資
料
は
︑
西
本
願
寺
歴
代
宗
主
の
蔵
書
で
あ
る
「
写
字
台
文
庫
」
に
収

め
ら
れ
て
い
た
が
︑大
部
分
が
散
逸
し
︑全
体
の
三
分
の
一
程
度
が
現
存
し
て
い
る
︒

一
〇
〇
回（
存
第
三
九
回
至
第
五
〇
回　

第
七
六
回
至
七
八
回　

第
八
四
回
至
第

一
〇
〇
回
）　
二
冊　
明
笑
笑
生
著　
清
張
竹
坡
評　
清
代
刊

縦
二
四・七
×
横
一
六・〇
㎝

〔
請
求
記
号
　923-15W

-2

　
写
字
台
文
庫
〕

40

金き
ん

瓶ぺ
い

梅ば
い
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中
国
の
長
編
口
語
体
小
説
で
あ
り
︑「
中
国
四
大
名
著
」
の
一
つ
で
あ
る
『
水
滸

伝
』
は
︑
北
宋
時
代
末
を
舞
台
と
し
て
︑
様
々
な
事
情
に
よ
り
世
間
か
ら
は
じ
き
出

さ
れ
た
一
〇
八
人
の
好
漢
が
︑
梁
山
泊
に
集
結
し
︑
悪
徳
官
吏
を
倒
し
て
国
を
救
う

こ
と
を
目
指
す
内
容
か
ら
︑
一
般
民
衆
を
中
心
に
人
気
を
博
し
た
︒

日
本
に
は
︑
江
戸
時
代
に
入
っ
て
き
て
お
り
︑
儒
学
者
の
岡
島
冠
山︵
一
六
七
四

～
一
七
二
八
︶
が
訓
点
翻
刻
や
和
訳
を
行
っ
た
︒
本
資
料
は
︑
そ
の
内
の
和
訳
で
あ

り
︑
冠
山
の
遺
稿
を
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
︒

『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
の
刊
行
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑
以
降
︑
中
国
の
口
語
体
で

書
か
れ
た
小
説
が
翻
訳
・
翻
案
さ
れ
る
こ
と
が
流
行
し
た
︒

四
七
巻（
欠
巻
第
四
五
巻
至
第
四
七
巻
）　
六
〇
冊　
岡
島
冠
山
編
訳

上
編
宝
暦
七
年（
一
七
五
七
）刊　
中
編
安
永
元
年（
一
七
七
二
）刊

下
編
天
明
四
年（
一
七
八
四
）刊

縦
二
六・〇
×
横
一
八・四
㎝

〔
請
求
記
号
　923-19W

-60

　
写
字
台
文
庫
〕

41

通つ
う

俗ぞ
く

忠ち
ゅ
う

義ぎ

水す
い

滸こ

伝で
ん
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『
後
水
滸
伝
』
は
︑『
水
滸
伝
』
の
続
編
の
一
つ
と
し
て
作
ら
れ
た
明
末
清
初
の
通

俗
小
説
で
あ
る
︒
作
者
は
︑青
蓮
室
主
人
で
あ
る
が
︑生
没
年
な
ど
は
不
詳
で
あ
る
︒

内
容
は
︑
梁
山
泊
の
旧
将
で
あ
る
燕
青
が
︑
羅
真
人
の
導
き
に
よ
っ
て
︑
公
孫
勝
と

共
に
︑
同
じ
梁
山
泊
の
旧
将
で
死
ん
だ
宋
江
・
盧
俊
義
・
呉
用
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
転

生
さ
せ
︑
山
寨
に
集
結
す
る
が
︑
最
後
は
南
宋
の
武
将
岳
飛
の
軍
隊
に
よ
っ
て
鎮
圧

さ
れ
る
物
語
で
あ
る
︒
伝
本
は
極
め
て
少
な
く
︑
史
料
的
価
値
を
備
え
て
い
る
︒

本
資
料
は
︑
西
本
願
寺
第
二
二
代
宗
主
大
谷
光
瑞
師︵
一
八
七
六
～
一
九
四
八
︶が

満
鉄
図
書
館
に
寄
贈
し
た
「
大
谷
文
庫
」
の
『
後
水
滸
伝
』
を
影
印
し
た
も
の
で
あ

る
︒「
大
谷
文
庫
」
は
︑
現
在
︑
中
国
の
大
連
図
書
館
の
特
色
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
一
つ
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

四
五
回　
一
二
冊　
（
明
末
清
初
）青
蓮
室
主
人
輯

縦
二
八・九
×
横
一
八・五
㎝

〔
請
求
記
号
　928-49W

-8

（1

〜12

）〕

42

後ご

水す
い

滸こ

伝で
ん
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「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
は
︑
紀
元
前
六
世
紀
頃
に
成
立
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
動

物
寓
話
集
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
の
作
者
イ
ソ
ッ
プ︵
ギ
リ
シ
ア
名
ア
イ

ソ
│

ポ
ス
︶の
伝
記
で
あ
る
︒
イ
ソ
ッ
プ
は
︑
奴
隷
の
身
分
か
ら
︑
や
が
て

自
由
の
身
と
な
り
︑
リ
デ
ィ
ア
の
王
ク
ロ
イ
ソ
ス
に
仕
え
た
こ
と
な
ど
の

説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
伝
説
的
な
説
話
が
多
く
︑
真
偽
は
定
か
で

は
な
い
︒
こ
れ
ら
の
説
話
を
元
に
紀
元
前
一
〇
〇
～
後
二
〇
〇
年
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
で
あ
る
︒
処
世
訓
を
説
い
て

い
る
内
容
か
ら
︑「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
は
︑『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
と
と
も
に

世
界
中
に
広
ま
り
︑
一
六
世
紀
後
半
に
は
︑
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た
︒

本
資
料
は
︑
ウ
イ
グ
ル
語
の
マ
ニ
教
文
献
で
あ
り
︑
マ
ニ
教
の
聖
典
で

は
︑
説
話
が
語
ら
れ
た
後
に
︑
説
話
に
登
場
す
る
人
物
や
物
が
︑
マ
ニ
教

の
教
義
に
た
と
え
ら
れ
て
お
り
︑「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」︑『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』

に
あ
る
説
話
も
マ
ニ
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
マ
ニ
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
︑「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」︑『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
は
︑

中
央
ア
ジ
ア
に
伝
播
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
〇
〜
一
一
世
紀　
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土　
三
紙

縦
七・六
×
横
六・八
㎝
、
縦
八・八
×
横
九・七
㎝
、

縦
八・二
×
横
七・一
㎝

〔
西
域
　2288, 2539, 2547

〕

43

ウ
イ
グ
ル
語ご

イ
ソ
ッ
プ
伝で

ん

〈2288表〉

〈2539表〉

〈2547表〉

〈2288裏〉

〈2539裏〉

〈2547裏〉
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イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
を
代
表
す
る
三
姉
妹
の
小
説
家
︑
次
女
の
エ
ミ

リ
ー
・
ブ
ロ
ン
テ
が
著
し
た
唯
一
の
長
編
小
説
で
あ
る
︒
内
容
は
︑
一
八
世
紀
末
︑

中
産
階
級
の
ア
ー
ン
シ
ョ
ー
ン
家
に
︑
身
寄
り
の
な
い
男
児
の
ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
が
引

き
取
ら
れ
る
が
︑
主
人
の
ア
ー
ン
シ
ョ
ー
ン
氏
が
亡
く
な
る
と
︑
疎
外
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
そ
れ
で
も
︑
ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
は
そ
の
家
の
娘
キ
ャ
サ
リ
ン
と
恋
す
る
が
︑

キ
ャ
サ
リ
ン
が
上
流
階
級
の
エ
ド
ガ
ー
の
求
婚
を
受
け
て
し
ま
い
︑
果
た
せ
ず
に
終

わ
る
︒
時
が
流
れ
︑
裕
福
な
紳
士
と
な
っ
た
ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
は
︑
自
分
を
疎
外
し
た

す
べ
て
の
者
に
復
讐
を
遂
げ
て
い
く
愛
憎
の
物
語
で
あ
る
︒

こ
の
作
品
は
︑
エ
ミ
リ
ー
が
二
九
歳
に
な
っ
た
一
八
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
︑

荒
々
し
い
イ
ン
モ
ラ
ル
な
内
容
か
ら
︑
評
価
は
厳
し
か
っ
た
︒
エ
ミ
リ
ー
の
没
後
︑

二
〇
世
紀
に
な
る
と
評
価
が
高
ま
り
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
倫
理
観
を
は
る
か
に
超

え
た
語
り
の
特
質
が
注
目
さ
れ
︑「
世
界
の
三
大
悲
劇
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
︒

一
冊　

Em
ily Bronte

著　
一
八
五
〇
年
刊

縦
二
三・五
×
横
一
四・七
㎝

〔
請
求
記
号
　933.53-247-1

　
ブ
ロ
ン
テ
文
庫
〕

44W
uthering H

eights 

（
嵐あ

ら
し

が
丘お

か

）
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ブ
ロ
ン
テ
三
姉
妹
の
長
女
︑
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
が
著
し
た
長
編
小
説
で

あ
る
︒
一
八
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
︑
当
初
は
︑
カ
ラ
ー
・
ベ
ル
と
い
う
男
性
の

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
用
し
て
い
た
︒
内
容
は
︑
女
性
主
人
公
の
ジ
ェ
ー
ン
が
孤
児
と
し

て
︑
親
類
や
社
会
の
世
話
を
受
け
︑
自
由
を
束
縛
さ
れ
た
状
態
か
ら
︑
自
身
の
力
で

自
立
を
求
め
︑
や
が
て
貴
族
の
ロ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
氏
と
結
婚
に
至
る
ま
で
を
ジ
ェ
ー

ン
自
身
の
回
想
の
形
で
語
る
物
語
で
あ
る
︒

男
女
平
等
意
識
な
ど
当
時
の
社
会
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
を
描
き
︑
特
に
財
産

や
身
分
に
捉
わ
れ
ず
︑
自
由
恋
愛
し
て
結
婚
す
る
点
な
ど
は
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時

代
の
文
学
と
し
て
画
期
的
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
新
し
い
女
性
像
を
提
供
し
た
作
品

と
し
て
︑
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
︒

二
冊　

Charlotte Bronte

著　
一
八
九
三
年
刊

縦
一
七・七
×
横
一
一・三
㎝

〔
請
求
記
号
　933.53-1-1,2

　
ブ
ロ
ン
テ
文
庫
〕

45Jane E
yre 

（
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
）



54

ブ
ロ
ン
テ
三
姉
妹
の
三
女
︑
ア
ン
・
ブ
ロ
ン
テ
が
著
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
︒
二

作
目
の
作
品
で
あ
り
︑
一
八
四
八
年
に
ア
ク
ト
ン
・
ベ
ル
と
い
う
男
性
の
ペ
ン
ネ
ー

ム
で
発
表
さ
れ
た
︒

内
容
は
︑
全
体
が
青
年
小
地
主
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
マ
ー
カ
ム
の
手
紙
か
ら
な
る
︒

ギ
ル
バ
ー
ト
は
︑
ワ
イ
ル
ド
フ
ェ
ル
・
ホ
ー
ル
の
住
人
で
あ
る
ヘ
レ
ン
・
グ
ラ
ハ
ム

を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
ヘ
レ
ン
が
ギ
ル
バ
ー
ト
の
友
人
で
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
愛
人
で
あ
る
と
い
う
噂
が
流
れ
︑
ギ
ル
バ
ー
ト
は
︑
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
︒

ヘ
レ
ン
は
や
む
な
く
隠
し
て
い
た
秘
密
を
打
ち
明
け
る
た
め
︑
彼
女
の
日
記
を
引

き
裂
い
て
︑
ギ
ル
バ
ー
ト
に
渡
し
て
読
ま
せ
る
︒
ギ
ル
バ
ー
ト
は
︑
ヘ
レ
ン
の
日
記

か
ら
︑
ヘ
レ
ン
が
酒
や
不
倫
に
溺
れ
た
夫
の
ア
ー
サ
ー
・
ハ
ン
デ
ィ
ン
ト
ン
と
別
居

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
る
︒
ア
ー
サ
ー
が
落
馬
に
よ
る
重
傷
か
ら
死
去
し
た
後
︑

ヘ
レ
ン
を
諦
め
ら
れ
な
い
ギ
ル
バ
ー
ト
は
︑
求
愛
し
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒

二
冊　

Anne Bronte

著　
一
八
四
八
年
刊

縦
二
三・八
×
横
一
六・五
㎝

〔
請
求
記
号
　933.53-304-2

　
ブ
ロ
ン
テ
文
庫
〕

46T
he T

enant of W
ildfell H

all

（
ワ
イ
ル
ド
フ
ェ
ル
・
ホ
ー
ル
の
住

じ
ゅ
う

人に
ん

）
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一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
教
役
者︵
協
会
の
指
導
者
︶
で
あ
り
︑
文
学
者
で
あ
っ
た

ジ
ョ
ン
・
バ
ニ
ヤ
ン
に
よ
る
寓
意
物
語
で
あ
る
︒
二
部
か
ら
成
る
物
語
で
︑
第
一
部

が
一
六
七
八
年
︑
第
二
部
が
一
六
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒

内
容
は
︑
筆
者
の
夢
物
語
と
し
て
語
ら
れ
︑
第
一
部
で
は
︑
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
い

う
名
の
主
人
公
が
︑
自
分
の
住
む
町
が
火
に
打
た
れ
て
壊
滅
す
る
こ
と
を
書
物︵
聖

書
︶か
ら
知
る
︒
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
重
荷︵
人
間
の
罪
︶を
背
負
い
︑
町
を
離
れ
て
天

の
都
を
目
指
す
︒「
虚
栄
の
市
」
な
ど
を
巡
礼
し
︑「
世
俗
の
知
恵
者
」︑「
怠
惰
」
と

い
っ
た
名
前
を
持
つ
人
物
に
出
会
い
︑
苦
難
の
末
︑
天
の
都
に
辿
り
着
く
︒
第
二
部

で
は
︑
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
妻
子
が
︑
夫
の
目
指
し
た
天
の
都
に
向
か
う
旅
路
が
語
ら

れ
て
い
る
︒

寓
意
的
︑
教
訓
的
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
︑
登
場
人
物
た
ち
が
個
性
的
に
描
か
れ

て
お
り
︑
一
八
世
紀
前
半
に
確
立
す
る
イ
ギ
リ
ス
近
代
小
説
の
先
駆
け
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

一
冊　

John Bunyan

著　
一
九
〇
五
年
刊

縦
一
九・〇
×
横
一
二・八
㎝

〔
請
求
記
号
　933.2-B

U
N

〕

47T
he P

ilgrim

’s P
rogress 

（
天て

ん

路ろ

歴れ
き

程て
い

）
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一
九
世
紀
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
小
説
家
で
あ
る
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
に

よ
っ
て
︑
一
八
五
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
︒
一
七
世
紀
ボ
ス
ト
ン
の
宗
教

的
戒
律
の
厳
し
い
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
社
会
が
舞
台
と
な
っ
て
い
て
︑
罪
に
よ
っ
て
浮
か

び
上
が
る
人
間
の
魂
の
諸
相
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
︒

人
妻
で
あ
る
ヘ
ス
タ
ー
・
プ
リ
ン
は
︑
村
で
尊
敬
さ
れ
る
若
き
牧
師
デ
ィ
ム
ズ
デ

イ
ル
と
不
義
の
恋
に
落
ち
︑
娘
パ
ー
ル
を
授
か
る
︒
不
義
の
罪
を
咎
め
ら
れ
た
ヘ
ス

タ
ー
は
︑
処
罰
さ
れ
る
が
︑
騒
ぎ
を
恐
れ
て
︑
子
ど
も
の
父
親
の
名
を
明
か
す
こ
と

を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
︒
最
後
に
デ
ィ
ム
ズ
デ
イ
ル
は
︑
ヘ
ス
タ
ー
と
パ
ー
ル
と
と
も

に
さ
ら
し
台
に
立
っ
て
真
実
を
告
白
し
て
息
絶
え
︑
罪
と
人
間
の
悲
し
み
の
物
語
は

結
末
を
迎
え
る
の
で
あ
る
︒

一
冊　

N
athaniel H

aw
thorne

著　
〔
一
八
五
〇
年
刊
〕

縦
一
五・五
×
横
一
三・三
㎝

〔
請
求
記
号
　933-86-1

〕

48T
he Scarlet L

etter 

（
緋ひ

文も
ん

字じ

）



57

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
国
際
的
に
高
く
評
価
さ
れ
た
最
初
の
作
家
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
が
著
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
グ
ラ
ナ
ダ
に
あ
る
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
に
関

す
る
旅
行
記
・
伝
説
集
で
あ
る
︒
一
八
二
六
年
か
ら
七
年
ほ
ど
ス
ペ
イ
ン
に
滞
在
し

て
過
ご
し
︑
そ
の
際
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ス
ペ
イ
ン
の
過
去
の
文
化
を
魅
力

的
に
扱
っ
た
作
品
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
︒
当
時
︑
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
は
︑
現
在

ほ
ど
知
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
欧
米
に

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
冊　

W
ashington Irving

著　
一
九
一
五
年
刊

縦
一
八・八
×
横
一
三・二
㎝

〔
請
求
記
号
　939.31-IRV

〕

49T
he T

ales of A
lham

bra

（
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
物も

の

語が
た
り）
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イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
︑
劇
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
作
っ
た
「
四

大
悲
劇
」
の
一
つ
で
あ
る
︒
一
六
〇
五
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
と
さ
れ
る
︒

古
代
ブ
リ
テ
ン
王
の
リ
ア
は
︑
三
人
の
娘
の
内
︑
長
女
と
次
女
に
国
を
譲
り
︑
末

娘
を
誤
解
し
て
勘
当
し
て
追
放
し
て
し
ま
う
︒
や
が
て
リ
ア
は
︑
長
女
︑
次
女
に
虐

待
さ
れ
て
国
を
追
い
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
知
っ
た
末
娘
は
︑
リ
ア
に
加
勢
し
て
姉
た

ち
と
戦
う
が
敗
れ
︑
捕
虜
と
な
り
獄
死
す
る
︒
助
け
出
さ
れ
た
リ
ア
は
︑
末
娘
の
遺

体
を
抱
い
て
︑
苦
悩
の
末
︑
狂
死
す
る
︒

人
間
の
権
力
へ
の
過
信
︑
忘
恩
︑
正
気
と
狂
気
な
ど
の
問
題
が
︑
悲
劇
の
中
で
展

開
さ
れ
︑
四
大
悲
劇
中
最
も
壮
大
な
構
成
の
作
品
と
し
て
評
さ
れ
︑
今
日
ま
で
劇
と

し
て
上
演
さ
れ
る
以
外
に
︑
映
画
化
や
オ
ペ
ラ
化
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

一
冊　

W
illiam

 Shakespeare

著　
一
八
二
六
年
刊

縦
一
三・五
×
横
九・四
㎝

〔
請
求
記
号
　933.23-SH

A
-19

〕

50K
ing L

ear 

（
リ
ア
王お

う

）
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物

語

る

〜

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
　
二
〇
一
七
年
度
特
別
展
観

二
〇
一
七（
平
成
二
九
）年
一
〇
月
一
二
日
㈭
〜
一
〇
月
二
〇
日
㈮

開
催
期
間
：

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館

編
　
　

集
：

本
願
寺
史
料
研
究
所
・
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

協　
　
　
　
力
：

株
式
会
社
図
書

印
刷
同
朋
舎

印
　
　

刷
：

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館

発
　
　

行
：

〒
���︲

�二��　
京
都
市
下
京
区
七
条
通
大
宮
東
入
大
工
町
一
二
五
│
一

電
話
︵
〇
七
五
︶三
四
三︲

三
三
一
一︵
代
表
︶

二
〇
一
七︵
平
成
二
九
︶年
一
〇
月

龍
谷
大
学
図
書
館
で
は
︑
今
回
の
展
示
作
品︵
一
部
を
除
く
︶を
含
め
︑
古
典
籍
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
で

公
開
し
て
い
ま
す
︒
左
記
のU

RL

か
ら
ご
覧
下
さ
い
︒

http://w
w

w
.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/top.htm

l
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