
谷
崎
潤
一
郎
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
論

︱
典
拠
を
め
ぐ
っ
て

︱

李

春

草

は
じ
め
に

｢中
央
公
論
﹂
一
九
一
七
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
谷
崎
潤
一
郎
の
﹁
人
魚

の
嘆
き
﹂
は
︑
清
朝
時
代
の
中
国
・
南
京
を
舞
台
に
︑
巨
万
の
富
を
持
つ
貴
公

子
と
美
し
い
人
魚
と
の
恋
物
語
が
描
か
れ
た
短
篇
で
あ
る
︒
奇
想
天
外
な
発
想

に
基
づ
く
絢
爛
た
る
物
語
世
界
は
発
表
当
時
か
ら
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
︒

﹁
新
小
説
﹂
一
九
一
八
年
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
単
行
本
﹃
人
魚
の
嘆
き

︵
外
五
篇
︶﹄
の
広
告
文
に
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
を
含
む
六
篇
は
﹁
何
れ
も
悪
魔
主

義
と
幻
想
主
義
と
の
凝
集
に
し
て
同
時
に
東
方
思
想
と
西
方
藝
術
と
の
渾
熟
境

た
り
︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
芥
川
龍
之
介
は
こ
の
一
篇
が
﹁
正
に
天
下
第
一

の
奇
文①

﹂
で
あ
る
と
絶
賛
し
た
︒
宮
島
新
三
郎
は
﹁
雄
大
な
る
一
篇
の
無
韻

詩②

﹂
と
︑
そ
の
特
色
を
指
摘
し
た
︒
谷
崎
自
ら
も
﹁
真
に
鏤
心
彫
骨
の
苦
し
み

を
以
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
当
時
の
文
壇
で
は
随
分
評
判
の
高
か
つ
た
作
品

で
あ
る
﹂︵﹁﹃
明
治
大
正
文
学
全
集

第
三
十
五
巻

谷
崎
潤
一
郎
篇
﹄
解
説
﹂

一
九
二
八
・
二
︶
と
述
懐
し
た
︒

確
か
に
︑
本
作
は
短
い
な
が
ら
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
発
想
や
舞
台
設
定
及
び
人

魚
の
造
形
な
ど
の
面
に
お
い
て
︑
か
な
り
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
︒﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
に
関
す
る
論
考
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
見
ら
れ
る
が
︑

﹁
東
方
思
想
と
西
方
芸
術
と
の
渾
熟
境
﹂
が
具
体
的
に
ど
ん
な
素
材
で
織
り
成

さ
れ
て
い
る
の
か
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
素
材
に
対
し
て
谷
崎
が
ど
ん
な
捉
え
方
を

し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
問
題
の
究
明
に
よ
っ
て
︑
谷
崎
が
言
う
﹁
鏤
心
彫
骨
の
苦
し
み
﹂
の
内
実

の
み
な
ら
ず
︑
本
作
の
モ
チ
ー
フ
も
一
層
明
確
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
舞
台
設
定
へ
の
疑
問
か
ら
出
発
し
︑
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
典

拠
を
再
考
し
︑
谷
崎
が
南
京
を
舞
台
に
し
た
意
味
を
検
討
す
る
︒
そ
し
て
﹁
人

魚
の
嘆
き
﹂
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
﹃
板
橋
雑
記
﹄
及
び
そ
の
他
の
資
料
を
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掘
り
下
げ
︑
本
作
の
意
図
及
び
モ
チ
ー
フ
を
明
確
に
す
る
︒

一

物
語
の
舞
台
設
定
に
つ
い
て

細
江
光
は
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
典
拠
に
つ
い
て
︑
作
中
の
風
俗
︑
建
築
の
構

造
︑
酒
の
名
称
や
産
地
︑
特
徴
︑
さ
ら
に
主
人
公
の
名
前
ま
で
も
が
︑
い
ず
れ

も
中
川
忠
英
︵
一
七
五
三
～
一
八
三
〇
︶﹃
清
俗
紀
聞
﹄
に
記
さ
れ
た
内
容
と

一
致
し
て
い
る
た
め
︑
谷
崎
が
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
を
参
考
に
し
た
と
指
摘
し
た③

︒

﹃
清
俗
紀
聞
﹄
は
中
川
忠
英
が
長
崎
奉
行
と
し
て
在
任
中
︑
部
下
の
唐
通
事
た

ち
に
命
じ
︑
清
朝
の
商
人
た
ち
に
乾
隆
年
間
の
清
国
南
方
地
域
の
習
俗
を
問
わ

せ
て
記
録
し
た
も
の
で
︑
一
七
九
九
年
に
上
梓
さ
れ
た
と
い
う④

︒﹁
人
魚
の
嘆

き
﹂
の
関
係
部
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
れ
ば
︑
谷
崎
が
確
か
に
こ
れ
を
参
考

に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
︒
た
だ
し
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
所
載
の
中
川
忠
英

に
よ
る
跋
文
の
う
ち
︑
編
集
に
参
与
し
た
者
た
ち
の
氏
名
と
出
身
が
列
記
さ
れ

て
い
る
箇
所
に
は
︑
孟
世
燾
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

画
工

石
崎
融
思
︑
安
田
素
教

清
国
蘇
州

孟
世
燾
︑
蒋
恒
︑
顧
鎮⑤

孟
世
燾
は
南
京
で
は
な
く
蘇
州
の
人
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
清
俗
紀
聞
﹄﹁
附
言
﹂

に
﹁
今
崎
陽
へ
来
る
清
人
多
く
江
南
浙
江
の
人
な
れ
ハ
︑
斯
に
記
す
処
も
亦
多

く
江
南
浙
江
乃
風
俗
と
知
る
へ
し

⑥︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
同
書
に
は
中
国
江
南

地
域
︑
特
に
浙
江
省
の
風
俗
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
南
京
も
中
国
江
南
地
域

に
属
す
る
が
︑
浙
江
省
で
は
な
く
江
蘇
省
に
あ
る
都
市
で
あ
る
︒
谷
崎
は
﹁
孟

世
燾
﹂
と
い
う
名
前
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
が
︑
出
身
地
は
蘇
州
か
ら
南
京
に
変

え
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
小
説
は
必
ず
し
も
事
実
に
即
さ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
︑
谷
崎
が
物
語
の
舞
台
に
南
京
を
選
ん
だ
こ
と
に
は
特
別
な
意
味
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
ず
は
南
京
と
い
う
都
市
の
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
南
京
は
昔

金
陵
と
も
い
い
︑
中
国
江
南
地
域
の
由
緒
あ
る
﹁
六
朝
の
古
都
﹂
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
︒
城
内
を
南
北
に
貫
く
運
河
・
秦
淮
河
も
名
高
い
︒
特
に
明
・
清
時

代
の
有
名
な
文
人
︑
才
子
の
吴
承
恩
︑
唐
伯
虎
︑
銭
謙
益
︑
鄭
板
橋
︑
袁
枚
ら

が
こ
の
地
に
生
ま
れ
︑
ま
た
﹁
金
陵
八
艶⑦

﹂︵
秦
淮
八
艶
と
も
︶
の
馬
湘
蘭
︑

卞
玉
京
︑
李
香
君
︑
柳
如
是
︑
董
青
蓮
︑
顧
横
波
︑
寇
白
門
︑
陳
円
円
と
い
っ

た
名
妓
︑
佳
人
も
多
く
輩
出
し
た
土
地
で
あ
る
︒
運
河
の
両
岸
に
立
ち
並
ん
だ

楼
閣
か
ら
流
れ
て
く
る
管
弦
の
音
と
︑
川
面
に
浮
か
ぶ
画
舫
の
美
女
を
め
ぐ
っ

て
︑
文
人
墨
客
の
風
流
韻
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
︑
そ
の
繁
栄
は
明
末
に
頂
点
に

達
し
た
と
い
う⑧

︒
南
京
歴
代
の
名
勝
を
詠
む
詩
文
集
﹃
秣
陵
集
﹄︵
別
題
﹃
金

陵
歴
代
名
勝
志
﹄
清
・
陳
文
述
撰

一
八
二
三
︶
に
お
い
て
作
者
は
︑
明
・
晏

鐸
の
詩
﹁
金
陵
春
夕
﹂
﹁
花
月
春
風
十
四
楼
﹂
の
句
を
引
用
し
︑
南
京
秦
淮
河

の
畔
に
豪
奢
な
妓
楼
だ
け
で
十
四
軒
も
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
興
味
深
い
こ
と
に

こ
の
一
句
は
︑
谷
崎
が
二
年
後
に
秦
淮
を
舞
台
に
書
い
た
作
品
﹁
秦
淮
の
夜
﹂

︵
別
題
﹁
南
京
奇
望
街
﹂
一
九
一
九
・
二
︶
に
登
場
す
る
妓
女
の
名
前
﹁
花
月
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楼
﹂
を
連
想
さ
せ
る
︒
ま
た
﹁
明
治
時
代
の
書
生
に
し
て
﹂﹁
知
ら
ぬ
も
の
は

殆
無
か
つ
た⑨

﹂
と
さ
れ
た
﹃
柳
橋
新
誌
﹄
冒
頭
の
題
詞
に
も
﹁
秦
淮
の
情
事
︑

揚
州
の
説
﹂
と
記
さ
れ
︑
南
京
秦
淮
が
色
町
と
し
て
日
本
に
も
広
く
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

秦
淮
の
過
去
の
繁
栄
を
述
懐
す
る
﹃
板
橋
雑
記
﹄
上
巻
﹁
雅
游
﹂
の
項
に
︑

作
者
・
余
懐
︵
一
六
一
六
～
一
六
九
六
︶
は
秦
淮
士
女
の
口
吻
を
借
り
て
遊
里

と
南
京
の
地
の
繁
栄
の
さ
ま
︑
宗
室
王
孫
の
豪
華
な
風
俗
︑
酒
宴
の
華
や
か
な

様
子
︑
遊
客
の
往
来
︑
楼
舎
の
有
様
な
ど
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
︒

金
陵
為
帝
王
建
都
之
地
公
侯
戚
畹
甲
第
連
雲
宗
室
王
孫
翩
翩
裘
馬
以
及

烏
衣
子
弟
湖
海
賓
游
靡
不
挟
弾
吹
簫
経
過
趙
李
毎
開
筵
宴
則
傳
呼
楽
藉
羅

綺
芬
芳
行
酒
紏
觴
留
髡
送
客
酒
闌
棋
罷
堕
珥
遺
簪
真
欲
界
之
仙
都
昇
平
之

楽
国
也
︒

金
陵
ハ
モ
ト
ヨ
リ
花
ノ
都
ナ
レ
バ
御
屋
シ
キ
モ
町
モ
光
リ
カ
ヽ
ヤ
キ
重

ナ
ル
屋
根
ハ
雲
ノ
如
ク
又
富
士
ノ
山
ニ
似
タ
リ
公
達
若
殿
エ
ラ
ク
衣
裳
ヲ

ハ
リ
込
ミ
役
人
ノ
ム
ス
コ
町
ノ
若
イ
モ
ノ
田
舎
ノ
客
ヲ
ア
ヘ
マ
ゼ
テ
入
カ

ヘ
ツ
メ
カ
ヘ
曲
中
ノ
内
ヲ
行
チ
ガ
フ
客
ガ
ミ
ヘ
テ
盃
マ
カ
リ
出
レ
バ
妓
ニ

芸
子
舞
子
ヲ
ア
ツ
メ
懸
香
梅
花
ノ
香
リ
座
シ
キ
ニ
満
盃
ノ
セ
リ
フ
ヤ
カ
マ

シ
ク
コ
チ
ラ
ハ
髡
客
ヲ
引
ト
メ
ア
チ
ラ
ハ
佳
士
ヲ
送
リ
酒
ガ
シ
コ
ツ
テ
棋

ヲ
打
ヲ
キ
大
ザ
ヤ
シ
ノ
エ
ラ
サ
ワ
ギ
櫛
簪
ノ
落
ル
モ
シ
ラ
ズ
客
モ
妓
モ
有

天
津
天
コ
レ
ゾ
誠
ニ
色
里
ノ
最
天
上
ニ
テ
治
マ
ル
御
代
ノ
極
楽
世
界
ヂ

ヤ
⑩︒

こ
こ
で
金
陵
の
地
は
﹁
仙
都
﹂
や
﹁
楽
国
﹂
と
譬
え
ら
れ
︑
俗
界
の
あ
ら
ゆ
る

享
楽
を
体
験
で
き
る
極
楽
世
界
の
よ
う
だ
と
さ
れ
る
︒
日
常
世
界
の
中
に
あ
り

つ
つ
︑
そ
こ
か
ら
閉
じ
ら
れ
た
別
世
界
で
も
あ
る
︒
杜
牧
︵
八
〇
三
～
八
五

三
︶
に
﹁
商
女
不
知
亡
国
恨

隔
江
猶
唱
後
庭
花
﹂
︵
﹁
泊
秦
淮
﹂
商
女
は
知
ら

ず
亡
国
の
恨

江
を
隔
て
て
猶
唱
ふ
後
庭
花⑪

︶
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
︑
金
陵
は

日
常
の
常
識
や
外
界
の
秩
序
や
価
値
観
が
無
意
味
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
不

思
議
な
空
間
で
あ
る
︒

こ
の
地
に
ま
つ
わ
る
数
多
く
の
ロ
マ
ン
ス
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
も

そ
の
ロ
マ
ン
ス
に
は
美
貌
と
才
気
を
兼
ね
備
え
た
女
性
が
必
ず
登
場
す
る
︒
そ

の
う
ち
︑﹁
秦
淮
八
艶
﹂
と
称
さ
れ
る
女
性
た
ち
に
関
す
る
逸
話
が
数
多
く
残

さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
﹁
衝
冠
一
怒
為
紅
顔
﹂︵
冠
を
衝
い
て

一
怒
す
る
は

紅
顔
の
為
な
り⑫

清
・
呉
梅
村
︵
一
六
〇
九
～
一
六
七
一
︶
﹁
円
円
曲
﹂︶
と
歌

わ
れ
た
清
の
武
将
呉
三
桂
と
陳
円
円
の
話
︑
復
社
の
愛
国
青
年
侯
方
域
と
李
香

君
の
恋
愛
物
語
︵
清
・
孔
尚
任
︵
一
六
四
八
～
一
七
一
八
︶﹃
桃
花
扇
﹄
︶︑
江

南
名
士
冒
襄
と
董
小
宛
の
逸
話
︵
清
・
冒
襄
︵
一
六
一
一
～
一
六
九
三
︶﹃
影

梅
庵
憶
語
﹄︶︑
江
左
三
大
詩
人
の
一
人
呉
梅
村
と
卞
玉
京
の
悲
恋
︑
ま
た
当
時

の
江
南
文
壇
の
大
御
所
で
あ
っ
た
銭
謙
益
︵
一
五
八
二
～
一
六
六
四
︶
と
柳
如

是
の
物
語
な
ど
︑
い
ず
れ
も
有
名
な
才
子
佳
人
の
色
恋
沙
汰
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
︒﹁
八
艶
﹂
の
女
性
の
こ
と
は
︑
余
懐
﹃
板
橋
雑
記
﹄
に
記
録
さ
れ
︑
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ま
た
清
末
・
葉
衍
蘭
︵
一
八
二
三
～
一
八
九
七
︶
の
彫
刻
画
﹁
秦
淮
八
艶
図

詠
﹂︵
一
八
九
二
︶
に
も
描
か
れ
て
い
る
︒
谷
崎
が
︑
主
人
公
の
孟
世
燾
が
七

人
の
美
貌
の
妾
に
加
え
て
︑
更
に
人
魚
を
八
番
目
の
妾
と
し
て
買
い
取
っ
た
と

設
定
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
こ
の
﹁
秦
淮
八
艶
﹂
の
話
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
︒

ま
た
中
国
︿
四
大
名
著
﹀
の
一
つ
﹃
紅
楼
夢
﹄︵
清
・
曹
雪
芹
︵
一
七
二
四

～
一
七
六
三
︶︶
に
お
い
て
も
︑
貴
公
子
賈
宝
玉
の
分
身
と
言
わ
れ
る
甄
宝
玉

が
金
陵
︵
南
京
︶
で
暮
ら
す
と
設
定
さ
れ
︑
登
場
す
る
主
な
女
性
た
ち
も
出
身

地
に
拘
ら
ず
︑
そ
の
家
柄
や
容
姿
や
才
能
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
金
陵
十
二
釵

正

冊
﹂︑﹁
金
陵
十
二
釵

副
冊
﹂︑﹁
金
陵
十
二
釵

又
副
冊
﹂
と
格
付
け
さ
れ
た
︒

し
か
し
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
は
︿
佳
人
薄
命
﹀
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
い
ず

れ
も
病
弱
で
早
死
し
た
り
︑
不
幸
な
運
命
に
弄
ば
れ
た
り
し
て
︑
不
遇
な
最
期

を
遂
げ
て
い
る
︒
明
清
王
朝
の
転
換
期
に
生
き
た
﹁
秦
淮
八
艶
﹂
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
︑﹃
紅
楼
夢
﹄
の
女
性
た
ち
も
一
族
の
没
落
と
と
も
に
次
々
と
こ
の
世

を
去
っ
て
い
っ
た
︒
彼
女
た
ち
は
︑﹃
紅
楼
夢
﹄
に
描
か
れ
た
神
仙
界
﹁
太
虚

幻
境
﹂
か
ら
降
り
て
き
た
天
女
の
よ
う
に
︑
人
間
界
に
一
時
滞
在
し
て
必
ず
消

え
て
い
く
宿
命
を
持
っ
て
お
り
︑
常
に
一
種
の
神
秘
性
と
悲
劇
性
を
帯
び
て
い

る
︒こ

の
よ
う
に
南
京
は
︑
享
楽
の
空
間
で
あ
り
な
が
ら
﹁
美
人
塵
土
︑
盛
衰
感

慨⑬

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
き
ら
び
や
か
で
艶
め
か
し
い
夢
か
ら
覚
め
た
後
に
深
い

感
傷
が
残
る
よ
う
な
町
で
も
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
谷
崎
が
舞
台
を
南
京
に
設
定
し

た
の
は
︑
放
蕩
や
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
し
た
貴
公
子
に
相
応
し
く
︑
ま
た
美
し

い
人
魚
と
遭
遇
し
て
不
思
議
な
体
験
を
し
た
場
所
に
も
似
つ
か
わ
し
い
︒
そ
し

て
︑
か
つ
て
の
こ
の
地
に
ま
つ
わ
る
幾
多
の
ロ
マ
ン
ス
よ
り
醸
し
出
さ
れ
た
感

傷
的
基
調
は
人
魚
と
貴
公
子
と
の
恋
の
結
末
を
も
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

谷
崎
が
創
作
の
際
に
ど
の
よ
う
な
古
典
を
参
照
し
た
の
か
は
断
定
で
き
な
い

が
︑﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
初
稿
で
南
京
の
旧
称
﹁
金
陵
﹂
を
用
い
た
こ
と
か
ら⑭

︑

古
典
に
記
述
さ
れ
た
昔
の
南
京
の
面
影
を
意
識
し
な
が
ら
書
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
︒﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
創
作
よ
り
や
や
遅
れ
て
南
京
を
舞
台
に
書
い
た

紀
行
文
や
小
説
か
ら
も
︑
谷
崎
に
お
け
る
南
京
の
イ
メ
ー
ジ
が
窺
わ
れ
る
︒

﹁
秦
淮
の
夜
﹂︵
前
掲
︶
に
は
︑
主
人
公
の
﹁
私
﹂
が
伝
説
の
美
女
を
探
す
た
め

に
暗
い
迷
路
を
辿
り
な
が
ら
秦
淮
の
妓
楼
を
巡
り
︑
何
度
も
交
渉
を
失
敗
す
る

が
︑
よ
う
や
く
﹁
花
月
楼
﹂
と
い
う
愛
ら
し
い
妓
女
を
見
つ
け
た
と
い
う
虚
構

の
混
じ
っ
た
体
験
談
が
書
か
れ
て
い
る
︒

谷
崎
に
と
っ
て
南
京
は
︑
美
女
と
の
出
会
い
や
不
思
議
な
体
験
が
期
待
で
き

る
絶
好
の
土
地
だ
っ
た
ろ
う
︒
谷
崎
は
杜
牧
の
詩
﹁
泊
秦
淮
﹂
を
引
き
合
い
に

出
し
な
が
ら
︑
﹁
其
の
時
分
と
今
と
余
り
変
つ
て
な
い
﹂
︵﹁
南
京
夫
子
廟
﹂
一

九
一
九
・
二
︶
と
書
い
て
南
京
に
ま
だ
昔
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
た
︒
一
方
︑
芥
川
龍
之
介
は
︑
同
じ
場
所
︑
同
じ
風
景
を
見
て
︑﹁
俗
臭
紛

紛
た
る
柳
橋
な
り⑮

﹂
と
貶
め
た
︒
当
時
の
中
国
の
実
情
を
考
え
れ
ば
︑
お
そ
ら
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く
芥
川
の
評
価
が
現
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
︒
谷
崎
が
記
し
た
南
京
は
︑
古
典

や
伝
説
に
基
づ
い
て
織
り
成
し
た
幻
想
的
空
間
に
す
ぎ
な
い
︒
南
京
イ
メ
ー
ジ

の
形
成
や
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
創
作
に
お
い
て
︑
谷
崎
が
参
考
に
し
た
資
料
の

全
容
を
解
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
主
人
公
の
原
型
や
登
場
人
物
の
名
前
か

ら
細
部
の
描
写
ま
で
比
べ
る
と
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
︒

二

﹃
板
橋
雑
記
﹄
な
ど
と
の
関
連

｢人
魚
の
嘆
き
﹂
の
典
拠
に
関
し
て
は
︑
細
江
の
論
考
が
詳
し
い
︒
し
か
し
︑

細
江
が
指
摘
し
た
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
の
ほ
か
に
︑
主
人
公
の
原
型
や
そ
の
他
の
人

物
名
な
ど
に
も
そ
れ
ぞ
れ
拠
り
所
が
あ
る
︒
本
章
で
は
新
た
な
参
考
資
料
と
し

て
﹃
板
橋
雑
記
﹄
な
ど
を
採
り
上
げ
︑﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
と
の
関
連
性
を
考
察

し
た
い
︒

両
作
品
を
比
較
す
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
日
本
に
お
け
る
﹃
板
橋
雑
記
﹄
の
受

容
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
︒﹃
板
橋
雑
記
﹄
は
中
国
遊
里
文
学

の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
︒
一
七
七
二
年
に
は
じ
め
て
山
崎
蘭
斎
の
訓
点
を
付

け
た
和
刻
本
が
出
版
さ
れ
︑
そ
の
後
た
び
た
び
版
を
重
ね
て
流
布
し
︑
江
戸
文

芸
特
に
洒
落
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た⑯

︒
例
え
ば
︑
寺
門
静
軒
︵
一
七
九
六

～
一
八
六
八
︶﹃
新
潟
繁
昌
記
﹄︵
一
八
五
九
︶
や
成
島
柳
北
︵
一
八
三
七
～
一

八
八
四
︶﹃
柳
橋
新
誌
﹄︵
一
八
七
四
︶
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
板
橋
雑
記
﹄
を

粉
本
に
し
た
作
品
で
あ
る⑰

︒
特
に
柳
北
は
﹃
柳
橋
新
誌
﹄
に
お
い
て
﹃
板
橋
雑

記
﹄
を
引
用
し
つ
つ
秦
淮
板
橋
と
柳
橋
の
風
景
を
類
比
し
た
︒
山
東
京
伝
︵
一

七
六
一
～
一
八
一
六
︶
﹃
傾
城
買
四
十
八
手
﹄
︵
一
七
九
〇
︶
の
口
絵
に
記
さ
れ

た
﹁
欲
界
之
仙
都

昇
平
之
楽
国
﹂
の
一
節
も
﹃
板
橋
雑
記
﹄
か
ら
採
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る⑱

︒﹃
板
橋
雑
記
﹄
は
日
本
に
渡
来
し
て
以
来
︑
遊
女
評
判
記

や
遊
里
探
訪
記
の
手
本
と
い
う
形
で
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が⑲

︑
実

際
に
は
︑
そ
の
裏
に
潜
む
亡
び
去
っ
た
江
南
の
文
華
や
青
春
へ
の
追
慕
︑
南
京

の
栄
華
を
踏
み
躙
り
破
滅
さ
せ
た
異
民
族
に
対
す
る
憤
り
と
い
う
感
傷
的
な
基

調
も
読
み
取
ら
れ
た
こ
と
が
出
版
当
時
の
序
文
か
ら
窺
え
る⑳

︒
南
京
の
イ
メ
ー

ジ
や
憧
れ
は
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
を
通
じ
て
江
戸
時
代
の
日
本
人
の
中
に
早
く
か

ら
定
着
し
て
い
た
︒

ま
た
山
崎
蘭
斎
に
翻
訳
さ
れ
た
﹃
板
橋
雑
記
﹄
が
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
角
書

﹁
金
陵
旧
夢
﹂︶
と
い
う
書
名
で
一
九
〇
〇
年
に
東
京
松
山
堂
書
店
よ
り
再
版
さ

れ
る
ほ
ど
︑
明
治
の
知
識
人
の
間
で
も
広
く
読
ま
れ
た
書
物
だ
っ
た
︒
谷
崎
が

私
淑
し
た
永
井
荷
風
は
︑
成
島
柳
北
﹃
柳
橋
新
誌
﹄
に
つ
い
て
﹁
其
体
例
を
近

く
は
寺
門
静
軒
の
江
戸
繁
盛
記
に
︑
遠
く
は
明
人
曼
翁
の
板
橋
雑
記
に
則
つ㉑

﹂

て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
︑
そ
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
南

京
の
風
景
︑
特
に
秦
淮
の
色
町
や
名
妓
を
記
し
た
こ
の
書
物
は
︑
常
に
女
性
を

テ
ー
マ
に
す
る
谷
崎
文
学
の
特
質
に
も
合
致
す
る
と
言
え
よ
う
︒﹁
人
魚
の
嘆

き
﹂
の
舞
台
を
南
京
に
し
た
以
上
︑
谷
崎
が
こ
の
書
物
に
目
を
通
し
た
可
能
性
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も
高
い
︒
で
は
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
と
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し

て
い
る
か
︒
ま
ず
主
人
公
の
原
型
と
話
柄
を
検
討
し
た
い
︒

武
田
寅
雄
は
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
は
﹁﹃
金
瓶
梅
﹄
中
の
話
柄
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る㉒

﹂
と
指
摘
し
た
が
︑
両
作
品
の
舞
台
や
主
人
公
の
年

齢
︑
出
身
な
ど
は
全
く
異
に
し
て
い
る
︒﹃
金
瓶
梅
﹄
は
市
井
の
庶
民
の
生
活

を
描
く
作
品
で
︑
舞
台
は
清
河
県
︑
中
国
北
方
の
小
さ
な
町
で
あ
る
︒
対
し
て

﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
舞
台
で
あ
る
南
京
は
︑
江
南
地
域
に
あ
る
副
都
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
の
大
都
市
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
金
瓶
梅
﹄
の
主
人
公
で
あ
る
西
門
慶
は
三

十
歳
前
後
で
妻
子
持
ち
の
身
分
の
低
い
薬
商
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
孟
世
燾
は

美
貌
と
才
智
を
兼
ね
た
う
ら
若
い
貴
公
子
と
設
定
さ
れ
た
︒

孟
世
燾
の
人
物
像
は
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
下
巻
﹁
逸
事
﹂
の
項
に
記
さ
れ
た
南

京
城
の
貴
公
子

︱
﹁
徐
青
君
﹂
に
よ
く
似
て
い
る
︒

中
山
公
子
徐
青
君
魏
国
介
弟
也
家
貲
鉅
万
性
豪
侈
自
奉
甚
豊
廣
蓄
姫
妾

造
園
大
功
坊
則
樹
石
亭
臺
擬
於
平
泉
金
谷
毎
当
夏
月
置
宴
河
房
選
名
妓
四

五
人
邀
賓
侑
酒
木
瓜
佛
手
堆
積
如
山
茉
莉
芝
蘭
芳
香
似
雪
夜
以
継
日
把
酒

酣
歌
綸
巾
鶴
氅
真
神
仙
中
人
也
︒

中
山
ノ
キ
ン
ダ
チ
徐
青
君
ハ
魏
ノ
国
ノ
御
二
男
ニ
テ
大
金
モ
チ
ナ
ル
ウ

ヘ
甚
エ
ヨ
ウ
ヲ
好
何
モ
カ
モ
上
品
ヲ
ス
キ
多
ク
テ
カ
ヲ
置
園
ヲ
ツ
ク
リ
坊

ヲ
大
ニ
シ
ツ
キ
山
チ
ン
ウ
テ
ナ
ハ
昔
ノ
平
泉
金
谷
ニ
カ
タ
ド
リ
夏
ニ
イ
タ

レ
バ
濱
ノ
屋
ニ
テ
酒
宴
ヲ
モ
フ
ケ
ヨ
イ
代
物
四
五
枚
ヲ
ヱ
ラ
ミ
テ
酒
ヲ

ス
ヽ
メ
サ
セ
木
瓜
ブ
シ
ユ
カ
ン
ノ
ル
イ
山
ノ
如
ク
茶
ラ
ン
芝
ラ
ン
ノ
カ
ホ

リ
向
フ
ノ
川
バ
タ
マ
デ
ク
ン
ジ
ワ
タ
リ
夜
ヲ
日
ニ
ツ
イ
デ
サ
ヤ
シ
ウ
タ
ヒ

公
子
ハ
リ
ン
巾
ヲ
イ
タ
ヾ
キ
ク
ハ
ク
セ
ウ
ヲ
著
シ
羽
扇
ヲ
持
テ
マ
ン
中
ニ

座
ス
マ
コ
ト
ニ
ハ
ヘ
ヌ
キ
ノ
仙
人
ト
ミ
エ
タ
リ㉓

︒

徐
青
君
は
︑
明
朝
の
元
老

︱
魏
国
公
徐
逹
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
︑

早
く
に
両
親
を
失
い
︑
兄
が
魏
国
公
の
号
を
受
け
継
い
だ
後
︑
独
り
身
と
な
っ

た
彼
は
南
京
の
地
に
残
り
︑
莫
大
な
財
産
を
持
っ
て
妓
女
た
ち
と
詩
酒
徴
逐
の

日
々
を
送
っ
て
い
た
︒
彼
は
奢
侈
を
極
め
た
唐
の
大
臣
李
徳
裕
の
平
泉
荘
と
晋

の
富
豪
石
祟
の
別
業
・
金
谷
園
を
真
似
て
自
邸
を
造
り
︑
鶴
の
羽
毛
で
造
ら
れ

た
衣
裳
を
着
て
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
し
た
︒
そ
の
豪
奢
な
暮
ら
し
や
放
蕩
に
よ

っ
て
南
京
の
町
中
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒
南
京
の
逸
事
を
記
録
す
る
﹃
金
陵

鎖
事
﹄︵
明
・
周
暉
︶
や
南
京
を
舞
台
と
す
る
戯
曲
﹃
桃
花
扇
﹄︵
清
・
孔
尚

任
︶
な
ど
に
も
彼
の
逸
話
が
見
ら
れ
る㉔

︒

｢人
魚
の
嘆
き
﹂
に
お
け
る
孟
世
燾
の
身
の
上
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

此
の
貴
公
子
の
父
な
る
人
は
︑
一
と
頃
北
京
の
朝
廷
に
仕
へ
て
︑
乾
隆

の
帝
の
お
ん
覚
え
め
で
た
く
︑
人
の
羨
む
や
う
な
手
柄
を
著
は
す
代
り
に

は
︑
人
か
ら
擯
斥
さ
れ
る
や
う
な
巨
万
の
富
を
も
拵
へ
て
︑
一
人
息
子
の

世
燾
が
幼
い
折
に
︑
此
の
世
を
去
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
︒

一
人
身
と
な
っ
た
孟
世
燾
は
︑
徐
青
君
と
同
じ
く
莫
大
な
財
産
を
思
う
ま
ま

に
使
っ
て
煙
花
城
中
の
婦
女
と
遊
び
︑
遊
里
の
酒
に
溺
れ
て
放
縦
の
日
々
を
過
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ご
し
て
い
た
︒
彼
は
﹁
連
夜
の
宴
楽
︑
連
日
の
讌
戯
に
浸
り
﹂︑﹁
歓
楽
の
絶
頂

を
極
め
︑
痴
狂
の
数
々
を
経
験
し
尽
く
し
﹂︑
常
に
﹁
神
思
飄
颺
た
る
感
興
﹂

が
胸
に
湧
い
て
い
た
と
描
か
れ
た
︒
こ
の
描
写
は
︑
徐
青
君
の
贅
沢
な
暮
ら
し

を
表
す
言
葉
﹁
夜
以
継
日
把
酒
酣
歌
﹂︑﹁
真
神
仙
中
人
也
﹂
と
似
通
っ
て
い
る
︒

ま
た
孟
世
燾
の
庭
園
の
豪
奢
さ
も
徐
青
君
と
同
様
に
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

其
の
人
買
ひ
と
美
人
と
は
︑
最
初
に
先
づ
︑
豪
奢
を
極
め
た
邸
内
の
庁

堂
へ
請
ぜ
ら
れ
︑
長
い
間
待
た
さ
れ
た
後
︑
今
度
は
更
に
鏡
の
や
う
な
花

斑
石
の
舗
甎
を
蹈
ん
で
︑
遠
い
廊
下
を
幾
曲
り
し
て
︑
遂
に
奥
殿
の
内
房

へ
案
内
さ
れ
ま
す
︒︵
略
︶
驢
馬
は
貴
公
子
の
邸
内
深
く
引
き
込
ま
れ
︑

第
一
の
大
門
を
入
り
︑
第
二
の
儀
門
を
潜
り
︑
後
庭
の
樹
木
泉
石
の
門
を

繞
つ
て
︑
昼
を
欺
く
紅
燈
の
光
を
湛
へ
た
︑
内
庁
の
石
階
の
ほ
と
り
に
据

ゑ
ら
れ
ま
し
た
︒

孟
世
燾
と
徐
青
君
は
︑
時
代
が
や
や
異
な
る
が
︑
出
身
︑
年
齢
︑
性
格
な
ど

に
お
い
て
多
く
類
似
し
て
い
る
︒
ま
た
細
か
い
箇
所
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
登

場
人
物
の
名
前
や
細
部
の
描
写
か
ら
も
﹃
板
橋
雑
記
﹄
の
強
い
影
響
が
窺
わ
れ

る
︒
貴
公
子
の
妾
た
ち
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

紅
々
と
云
ふ
︑
第
一
の
妾
は
声
が
自
慢
で
︑
隙
さ
へ
あ
れ
ば
愛
玩
の
胡

琴
を
鳴
ら
し
つ
ゝ
︑
婉
転
と
し
て
玉
の
や
う
な
喉
嚨
を
弄
び
︑
鶯
々
と
云

ふ
︑
第
二
の
妾
は
秀
句
が
上
手
で
︑
機
に
臨
み
折
に
触
れ
て
は
面
白
を
か

し
い
話
題
を
捕
へ
︑
小
禽
の
や
う
な
絳
舌
蜜
嘴
を
ぺ
ら
ぺ
ら
と
囀
ら
せ
る
︒

肌
の
白
い
の
を
得
意
と
し
て
居
る
︑
第
三
の
妾
の
窈
娘
は
︑
動
と
も
す
る

と
酔
に
乗
じ
て
︑
神
々
し
い
二
の
腕
の
膩
肉
を
誇
り
︑
愛
嬌
を
売
り
物
に

す
る
第
四
の
妾
の
錦
雲
は
︑
い
つ
も
豊
頬
に
腮
窩
を
刻
ん
で
︑
さ
も
に
こ

や
か
に
ほ
ゝ
笑
み
な
が
ら
︑
柘
榴
の
如
き
歯
列
び
を
示
し
︑
第
五
︑
第
六
︑

第
七
の
妾
た
ち
も
︑
そ
れ
〴
〵
己
れ
の
長
所
を
恃
ん
で
︑
頻
り
に
主
人
の

寵
幸
を
争
ふ
の
で
す
︒

﹁
紅
々
﹂
と
い
う
名
前
は
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
中
巻
﹁
麗
品
﹂︵﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄
上

巻
︶
と
下
巻
﹁
珠
市
の
名
妓
﹂
の
項
で
二
回
も
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
余
懐
は

﹃
板
橋
雑
記
﹄
に
お
い
て
︑
美
し
い
歌
声
を
持
つ
歌
妓
を
し
ば
し
ば
﹁
紅
紅
﹂

と
譬
え
て
賞
賛
し
た
︒
﹁
麗
品
﹂
に
よ
れ
ば
﹁
紅
紅
記
曲
采
春
歌

我
亦
聞
歌

喚
奈
何
／
誰
唱
江
南
断
腸
句

青
衫
白
髪
故
婆
娑
﹂︵
琴
ニ
カ
ケ
テ
爽
ニ
ウ
タ

フ
ク
ル
ワ
ノ
フ
シ

聞
ツ
ケ
テ
ナ
ツ
カ
シ
キ
ハ
マ
ヘ
カ
タ
ノ
青
楼

ソ
ノ
ク
ル

ワ
ブ
シ
ウ
タ
フ
モ
ノ
ハ
尹
春

シ
ラ
ガ
ア
タ
マ
ニ
袖
ヲ
カ
ザ
シ
テ
シ
ト
ヤ
カ
ニ

マ
フ㉕

︶
と
い
う
詩
を
作
っ
て
︑
歌
声
の
奇
麗
な
妓
女
の
尹
春
に
贈
っ
た
と
い
う
︒

﹁
珠
市
の
名
妓
﹂
に
お
い
て
は
﹁
開
著
迷
香
神
鶏
之
勝
又
何
羨
紅
紅
挙
挙
之
名

乎
﹂︵
王
月
ナ
ド
︑
云
ヨ
リ
栗
ヲ
カ
キ
︵
尺
曰
︶
記
シ
人
ヲ
迷
ハ
ス
タ
キ
込
ノ

奇
南
天
人
ノ
ヱ
ウ
向
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
中
々
赤
ナ
ア
ト
シ
ヤ
ナ
ラ
〻
位
ヲ
ケ
ナ
リ
デ

ハ
ナ
イ㉖

︶
と
教
坊
の
歌
妓
を
絶
賛
し
て
い
た
︒

｢紅
々
﹂
と
は
す
な
わ
ち
唐
の
歌
姫
﹁
張
紅
紅
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
︵
唐
・
段

安
節
﹃
楽
府
雑
録
﹄
に
よ
る
と
︑
唐
憲
宗
の
頃
に
張
紅
紅
と
い
う
歌
妓
が
い
て
︑
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宮
廷
に
招
か
れ
︿
記
曲
娘
子
﹀
と
称
さ
れ
た
︒
こ
の
呼
称
は
右
記
余
懐
の
詩
句

﹁
紅
紅
記
曲
采
春
歌
﹂
と
一
致
し
て
い
る
︶︒
谷
崎
が
貴
公
子
の
︑
声
自
慢
の
妾

を
﹁
紅
々
﹂
と
名
づ
け
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
﹃
板
橋
雑
記
﹄
の
示
唆
を
得
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

﹁
窃
娘
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
肌
の
白
﹂
さ
を
特
徴
と
す
る
記
述
か
ら
﹃
板
橋
雑

記
﹄
に
お
け
る
名
妓
卞
敏
に
関
す
る
描
写

︱
﹁
頬
面
白
如
玉
脂
﹂︵
面
ノ
白

サ
ハ
玉
子
ム
キ
タ
ル
ガ
如
ク㉗

︶
を
思
わ
せ
る
︒
そ
の
名
前
に
も
﹃
板
橋
雑
記
﹄

と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
︒﹃
板
橋
雑
記
﹄
に
お
け
る
妓
女
の
呼
称
に
関
す
る
解

説
に
﹁
妓
家
僕
婢
称
之
曰
娘
外
人
呼
之
曰
小
娘
假
母
称
之
曰
娘
児
﹂︵
妓
家
ノ

僕
婢
ハ
妓
ヲ
ヨ
ビ
テ
娘
ト
云
ツ
キ
ア
ヒ
ノ
人
ハ
小
娘
ト
云
假
母
ヨ
リ
ヨ
ビ
テ
ハ

娘
児
ト
云㉘

︶
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
娘
﹂
の
字
に
は
特
別
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て

い
る
︒﹁
李
十
娘
﹂﹁
王
節
娘
﹂﹁
李
三
娘
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑﹁
娘
﹂
の
字
が
付

い
た
名
前
を
持
つ
女
性
は
数
多
い
︒
一
方
︑﹁
窈
﹂
は
女
性
の
し
と
や
か
な
貌

を
表
す
﹃
詩
経
﹄﹁
關
雎
﹂
の
名
句
﹁
窈
窕
淑
女

君
子
好
逑
﹂︵
窈
窕
た
る
淑

女
は

君
子
の
好
逑㉙

︶
か
ら
採
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

｢鶯
鶯
﹂
は
︑
元
禛
︵
七
七
九
～
八
三
一
︶﹃
鶯
鶯
伝
﹄
と
そ
の
改
作
で
あ
る

王
実
甫
︵
生
没
年
不
詳
︶﹃
西
廂
記
﹄
の
ヒ
ロ
イ
ン
崔
鶯
鶯
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
︒
崔
鶯
鶯
は
丞
相
府
の
令
嬢
と
し
て
生
ま
れ
︑
類
い
稀
な
美
貌
を
持
つ
才
気

煥
発
な
性
格
を
持
っ
た
少
女
で
あ
る
︒
そ
の
名
は
唐
代
以
来
の
中
国
人
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
︑﹃
西
廂
記
﹄
の
伝
来
に
よ
っ
て
多
く
の
日
本
人
に
も
よ
く
知
ら

れ
て
お
り㉚

︑﹁
鶯
鶯
﹂
は
︿
才
色
兼
備
の
女
性
﹀
と
い
う
以
上
の
意
味
も
付
与

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
谷
崎
が
﹁
鶯
々
﹂
と
い
う
名
を
用
い
た
の
は
﹃
西
廂

記
﹄
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
ち
な
ん
だ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
錦
雲
﹂

に
つ
い
て
は
︑
漢
詩
に
多
用
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
た
め
特
定
の
典
拠
を
持
つ
と

は
い
え
な
い
が㉛

︑
南
京
が
昔
か
ら
﹁
雲
錦
の
故
郷
﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
中
国
屈

指
の
錦
織
り
の
名
所
で
あ
る
こ
と
に
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

ほ
か
に
﹃
板
橋
雑
記
﹄
に
記
さ
れ
た
﹁
秦
淮
八
艶
﹂
の
一
人

︱
卞
賽
に
つ

い
て
は
︑﹁
若
遇
佳
賓
則
諧
謔
間
作
談
詞
如
雲
一
座
傾
倒
﹂︵
佳
客
ニ
ア
ヘ
バ
キ

メ
所
デ
チ
ヤ
リ
ヲ
マ
ゼ
甘
イ
話
タ
ヘ
マ
ナ
ク
一
座
モ
ノ
涎
ヲ
流
セ
リ㉜

︶
と
描
か

れ
て
お
り
︑
貴
公
子
の
﹁
秀
句
が
上
手
﹂
な
鶯
々
と
似
て
い
る
と
わ
か
る
︒

谷
崎
は
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
に
お
い
て
昔
の
東
洋
の
一
都
市
の
た
た
ず
ま
い
と
︑

そ
こ
に
暮
ら
し
た
一
人
の
貴
公
子
の
無
類
な
放
縦
を
リ
ア
ル
に
描
く
た
め
︑
豊

か
な
想
像
力
を
発
揮
し
た
ほ
か
︑
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
や
﹃
板
橋
雑
記
﹄
な
ど
数
多

く
の
古
典
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
成
果
と
し
て
東
洋
的
情
緒
に
あ

ふ
れ
た
物
語
空
間
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
南
京
の
風
俗
や
建
築
の
様

式
か
ら
酒
の
名
称
や
登
場
人
物
の
名
前
に
至
る
ま
で
︑
典
拠
に
遡
れ
る
︒
し
か

し
︑
谷
崎
は
古
典
や
伝
説
が
醸
し
出
す
特
別
な
雰
囲
気
を
持
つ
︑
時
空
間
と
も

に
遠
く
離
れ
た
古
い
中
国
の
町
を
舞
台
に
し
な
が
ら
︑
一
方
で
︑
近
代
に
お
い

て
開
か
れ
た
香
港
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
港
と
い
っ
た
時
代
的
に
矛
盾
す
る
事
象

も
設
定
し
︑
物
語
時
間
を
朧
化
し
た
︒
時
代
錯
誤
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
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設
定
が
物
語
世
界
の
非
現
実
性
を
強
め
︑
非
現
実
的
な
人
魚
の
登
場
を
自
然
に

見
え
さ
せ
た
と
も
い
え
る
︒

人
魚
の
登
場
に
よ
っ
て
生
じ
た
西
洋
と
東
洋
と
の
甚
だ
し
い
対
照
は
︑
作
品

の
神
秘
性
を
強
め
︑
異
質
な
美
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
人
魚
は
貴
公

子
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
︑
彼
の
﹁
香
辣
な
刺
戟
﹂
へ
の
欲
求
は
満
た
さ

れ
た
︒
で
は
︑
貴
公
子
の
目
に
映
る
人
魚
は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
の
か
︒

ま
た
人
魚
と
貴
公
子
と
の
間
に
は
ど
ん
な
物
語
が
展
開
す
る
の
か
︒

三

異
界
か
ら
の
訪
問
者

人
魚
の
故
郷
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
を
売
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
人
の
口
か
ら
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

私
の
国
は
欧
羅
巴
の
北
の
方
の
︑
阿
蘭
陀
と
云
ふ
所
で
す
が
︑
私
の
生

れ
た
町
の
傍
を
流
れ
て
居
る
ラ
イ
ン
河
の
川
上
に
は
︑
昔
か
ら
人
魚
が
住

む
と
云
ふ
話
を
︑
子
供
の
時
分
に
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
︒

ラ
イ
ン
河
の
川
上
で
︑
美
し
い
歌
声
で
舟
人
を
誘
惑
し
溺
死
さ
せ
た
﹁
ロ
ー
レ

ラ
イ
﹂
伝
説
に
よ
る
設
定
で
あ
る㉝

︒
商
人
は
言
う
︒

昔
か
ら
人
間
が
人
魚
に
恋
を
し
か
け
ら
れ
れ
ば
︑
一
人
と
し
て
命
を
全

う
す
る
者
は
な
く
︑
い
つ
と
は
な
し
に
怪
し
い
魅
力
の
罠
に
陥
り
︑
身
も

魂
も
吸
ひ
取
ら
れ
て
︑
何
処
へ
行
つ
た
か
人
の
知
ら
ぬ
間
に
︑
幽
霊
の
如

く
此
の
世
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
ふ
の
で
す
︒

こ
れ
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
ワ
イ
ル
ド
の
童
話
﹁
漁
師
と
そ
の

魂
﹂︵
一
八
九
一
・
一
一
︶
か
ら
来
て
い
る㉞

︒
あ
る
日
︑
若
い
漁
師
が
網
を
引

き
上
げ
︑
若
く
美
し
い
人
魚
が
中
に
寝
て
い
る
の
を
発
見
し
た
︒
人
魚
の
願
い

を
聞
き
入
れ
海
に
放
し
て
や
っ
た
が
︑
代
わ
り
に
彼
女
を
呼
ん
だ
時
必
ず
歌
い

に
来
る
よ
う
に
と
約
束
さ
せ
た
︒
し
か
し
漁
師
は
人
魚
の
美
し
い
声
を
聞
い
て

虜
に
な
り
︑
彼
女
と
の
恋
を
実
現
す
る
た
め
に
魂
を
捨
て
た
︒
﹁
人
間
よ
り
も

人
魚
の
種
属
に
堕
落
し
た
い
﹂
︑
彼
女
と
﹁
永
劫
の
恋
を
楽
み
た
い
﹂
と
願
う

貴
公
子
の
設
定
と
同
工
異
曲
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
人
魚
と
の
恋
を
実
現
す
る
た

め
に
魂
を
捨
て
た
漁
師
と
違
い
︑
貴
公
子
は
結
局
人
魚
と
の
恋
を
諦
め
︑
別
れ

を
選
ん
だ
︒

九
頭
見
和
夫
は
両
作
品
を
比
較
し
て
︑
﹁
恋
の
実
現
の
た
め
に
自
ら
は
何
の

努
力
も
せ
ず
運
命
を
容
易
に
受
け
入
れ
る
﹂
と
貴
公
子
を
批
判
し
︑
漁
師
の
選

択
と
の
相
違
に
つ
い
て
﹁
運
命
に
対
す
る
東
洋
と
西
洋
の
受
け
入
れ
方
の
違

い
﹂︑
あ
る
い
は
谷
崎
と
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
個
人
レ
ベ
ル
の
考
え
方
の
相
違
﹂
に

よ
る
と
位
置
づ
け
た㉟

︒
し
か
し
︑
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
貴
公
子
は
︑﹁
歓
楽
の
為

め
に
巨
万
の
富
と
若
い
命
と
を
抛
た
う
と
﹂
す
る
︑
財
産
は
も
と
よ
り
命
ま
で

も
惜
し
ま
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
何
の
努
力
も
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
ず
莫
大
な
財
産
を
費
や
し
て
オ
ラ
ン
ダ
商
人
か
ら
人
魚

を
手
に
入
れ
︑
人
魚
の
い
る
水
甕
を
内
房
に
置
き
︑
誰
一
人
傍
ら
へ
近
寄
ら
せ

な
か
っ
た
︒
こ
の
空
間
は
︑
外
界
か
ら
閉
じ
ら
れ
た
︑
外
界
の
人
の
参
入
を
許
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さ
な
い
︑
貴
公
子
と
人
魚
二
人
の
み
の
隔
絶
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
︒

貴
公
子
が
人
魚
に
求
め
た
も
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
官
能
的
な
快
楽
も
あ
る
が
︑

何
よ
り
も
彼
女
が
発
す
る
こ
の
世
の
も
の
と
思
え
な
い
美
を
視
覚
的
に
享
受
す

る
こ
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
強
い
刺
激
だ
ろ
う
︒
彼
の
目
に
映
っ
た
人
魚

の
美
は
︑
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
︒

ど
う
か
す
る
と
︑
眼
球
全
体
が
︑
水
中
に
水
の
凝
固
し
た
結
晶
体
か
と
疑

は
れ
る
ほ
ど
︑
淡
藍
色
に
澄
み
切
つ
て
居
な
が
ら
︑
底
の
方
に
は
甘
い
涼

し
い
潤
ほ
ひ
を
含
ん
で
︑
深
い
深
い
魂
の
奥
か
ら
︑
絶
え
ず

｢永
遠
﹂
を

視
詰
め
て
居
る
や
う
な
︑
崇
厳
な
光
を
潜
ま
せ
て
居
ま
す
︒︵
略
︶
け
れ

ど
も
其
処
に
は
習
慣
的
な
﹁
美
﹂
を
超
絶
し
た
︑
人
間
よ
り
も
神
に
近
い

美
し
さ
が
あ
る
の
で
す
︒
因
襲
的
な
﹁
円
満
﹂
を
通
り
越
し
た
︑
生
滅
者

に
対
す
る
不
滅
の
円
満
が
あ
る
の
で
す
︒︵
略
︶
此
の
人
魚
に
は
︑
欧
羅

巴
人
の
理
想
と
す
る
凡
べ
て
の
崇
高
と
︑
凡
べ
て
の
端
麗
と
が
具
体
化
さ

れ
て
居
る
の
で
す
︒
あ
な
た
は
此
処
に
︑
此
の
生
き
物
の
姚
冶
な
姿
に
︑

欧
羅
巴
人
の
詩
と
絵
画
と
の
精
髄
を
御
覧
に
な
る
事
が
出
来
る
の
で
す
︒

此
の
人
魚
こ
そ
は
欧
羅
巴
人
の
肉
体
が
︑
あ
な
た
の
官
能
を
楽
し
ま
せ
︑

あ
な
た
の
霊
魂
を
酔
は
せ
得
る
︑
『美
﹄
の
絶
頂
を
示
し
て
居
り
ま
す
︒

貴
公
子
に
と
っ
て
人
魚
は
︑﹁
凡
べ
て
の
崇
高
﹂
と
﹁
生
滅
者
﹂
に
対
す
る

永
遠
性
を
持
ち
︑
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
美
を
抽
出
し
た
精
髄
で
あ
る
︒
具
体
性
を

追
究
す
る
ほ
ど
イ
メ
ー
ジ
は
朦
朧
と
し
て
い
き
︑
実
体
は
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な

く
な
る
︒
人
魚
は
幻
想
の
世
界
の
者
で
あ
り
︑
そ
こ
で
し
か
そ
の
美
は
輝
け
な

い
︒
人
魚
は
貴
公
子
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
話
し
た
︒

貴
公
子
よ
︑
ど
う
ぞ
私
を
憐
ん
で
︑
一
刻
も
早
く
私
の
体
を
︑
広
々
と
し

た
自
由
な
海
へ
放
し
て
下
さ
い
︒
た
と
へ
私
が
如
何
程
の
神
通
力
を
具
へ

て
居
て
も
︑
窮
屈
な
水
甕
の
中
に
捕
は
れ
て
居
て
は
︑
ど
う
す
る
事
も
出

来
な
い
の
で
す
︒
私
の
命
と
︑
私
の
美
貌
と
は
︑
次
第
々
々
に
衰
へ
て
行

く
ば
か
り
な
の
で
す
︒

こ
れ
は
貴
公
子
が
人
魚
を
海
に
放
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
︒
人
魚
そ
の
も
の
よ

り
彼
女
が
持
つ
永
遠
な
る
美
こ
そ
が
貴
公
子
を
酔
わ
せ
る
︒
こ
の
美
が
無
く
な

れ
ば
一
切
の
感
覚
的
刺
激
も
な
く
な
り
︑
人
魚
の
存
在
自
体
が
無
意
味
に
な
る
︒

そ
の
た
め
︑
た
と
え
人
魚
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
︑
貴
公
子
は
何
よ
り
も

そ
の
美
を
大
切
に
し
︑
衰
え
を
絶
対
に
許
せ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
神
の
裁
き

に
よ
り
漁
師
と
人
魚
に
死
を
与
え
た
と
い
う
﹁
漁
師
と
そ
の
魂
﹂
の
設
定
と
の

最
大
の
違
い
で
あ
り
︑
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
で
あ
る
︒

い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
が
︑
類
似
す
る
設
定
は
︑
後
の
作
品
﹁
春
琴
抄
﹂

︵
一
九
三
三
・
六
︶
に
も
見
ら
れ
る
︒
佐
助
は
理
想
の
女
性
春
琴
の
焼
け
爛
れ

た
顔
を
見
な
い
た
め
に
︑
瞳
孔
を
針
で
突
き
刺
し
︑
自
ら
可
視
の
世
界
を
封
印

し
た
︒
貴
公
子
に
し
て
も
佐
助
に
し
て
も
︑
笠
原
伸
夫
が
指
摘
し
た
よ
う
に

﹁︿
愛
﹀
と
は
そ
の
よ
う
な
美
へ
の
殉
教
的
意
志
に
支
え
ら
れ
て
︑
は
じ
め
て
燃

え
た
つ
﹂︒
つ
ま
り
あ
る
種
の
喪
失
に
よ
っ
て
︑
﹁
︿
女
﹀
の
面
ざ
し
を
永
遠
に
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己
が
内
面
に
刻
み
付
け
よ
う
と
す
る㊱

﹂
の
で
あ
る
︒
人
間
と
人
魚
と
が
恋
す
る

と
い
う
物
語
設
定
に
お
い
て
谷
崎
は
︑﹁
漁
師
と
そ
の
魂
﹂
に
素
材
を
取
っ
た

が
︑
そ
の
素
材
を
自
分
の
文
学
の
完
成
に
活
用
し
︑
高
み
に
上
る
こ
と
に
成
功

し
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
︒

手
の
届
か
ぬ
理
想
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
人
魚
は
︑
も
う
一
つ
の
象
徴
性
を

持
つ
︒
彼
女
が
純
然
た
る
西
洋
の
美
女
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
は

谷
崎
の
西
洋
へ
の
畏
怖
︑
崇
拝
が
宿
っ
て
い
る
︒
彼
女
が
と
う
と
う
遥
か
離
れ

た
海
へ
消
え
た
こ
と
は
︑
谷
崎
が
憧
れ
る
西
洋
へ
の
接
近
が
︑
遂
に
実
現
し
な

い
ま
ま
終
わ
り
を
告
げ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

西
洋
へ
の
接
近
の
失
敗
に
対
す
る
谷
崎
の
自
覚
は
︑
そ
の
後
の
創
作
に
ど
う

反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
彼
は
三
年
後
に
再
び
人
魚
を

テ
ー
マ
に
小
説
﹁
鮫
人
﹂︵
一
九
二
〇
・
一
︑
三
～
五
︑
八
～
一
〇
︶
を
発
表

し
た
︒﹁
鮫
人
﹂
に
も
林
真
珠
と
い
う
人
魚
の
よ
う
な
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
︒

真
珠
は
性
別
国
籍
不
明
の
謎
め
い
た
存
在
で
あ
る
が
︑
そ
の
人
物
像
に
は
ロ
ー

レ
ラ
イ
伝
説
に
描
か
れ
た
人
魚
像
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
︒
一
方
︑
タ
イ
ト
ル

や
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
詩
句
﹁
邑
里
雑
鮫○

人○

﹂
が
暗
示
す
る
よ
う
に
︑
中
国
古
典
や

伝
説
に
記
さ
れ
た
人
魚
と
の
関
連
性
も
見
出
せ
る
︒
そ
の
容
貌
は
西
洋
的
と
い

う
よ
り
中
国
の
少
年
林リ

ン

真
チ
エ
ン

珠
チ
ユ
ウ

と
間
違
え
ら
れ
る
よ
う
に
東
洋
人
的
な
も
の
で

あ
る
︒
東
西
要
素
を
融
合
さ
せ
た
作
品
と
し
て
︑﹁
鮫
人
﹂
の
真
珠
は
﹁
人
魚

の
嘆
き
﹂
の
人
魚
の
よ
う
な
純
然
た
る
西
洋
女
性
像
か
ら
脱
出
し
は
じ
め
た
︑

西
洋
と
東
洋
の
︿
混
血
児
﹀
と
し
て
設
定
さ
れ
た
︒

こ
の
二
作
の
間
に
谷
崎
は
は
じ
め
て
中
国
を
旅
行
し
て
い
る
た
め
︑
人
魚
像

の
相
違
は
一
時
の
支
那
趣
味
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
西
洋
崇
拝
か
ら
東

洋
へ
の
開
眼
へ
と
い
う
思
想
変
化
の
体
現
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
こ
の

時
期
に
お
け
る
谷
崎
の
東
洋
に
対
す
る
関
心
は
﹁
鮫
人
﹂
の
登
場
人
物
︑
南
の

口
を
借
り
て
述
べ
ら
れ
る
ほ
か
︑
﹁
或
る
時
の
日
記
﹂
︵
一
九
二
〇
・
一
︶
に
も

窺
わ
れ
る
︒
そ
の
後
の
谷
崎
は
︑
﹁
鶴
唳
﹂
︵
一
九
二
一
・
七
︶
の
よ
う
な
典
型

的
な
支
那
趣
味
の
作
品
群
の
創
作
を
経
て
︑
や
が
て
関
西
移
住
を
契
機
に
も
う

一
つ
の
東
洋
を
発
見
し
所
謂
古
典
回
帰
の
時
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

｢人
魚
の
嘆
き
﹂
は
谷
崎
が
﹁
真
に
鏤
心
彫
骨
の
苦
し
み
を
以
て
書
い
た
も

の
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
舞
台
設
定
︑
登
場
人
物
の
原
型
︑
物
語
空
間
の
描
写

な
ど
は
︑
従
来
指
摘
さ
れ
た
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
の
ほ
か
︑﹃
板
橋
雑
記
﹄
な
ど
に

拠
っ
た
と
窺
わ
れ
る
︒
谷
崎
は
こ
れ
ら
の
古
典
籍
に
基
づ
い
て
意
図
的
に
南
京

と
い
う
特
別
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
都
市
を
舞
台
に
し
︑
東
洋
的
情
緒
が
溢
れ
た

幻
想
的
空
間
を
作
り
あ
げ
た
︒
こ
の
空
間
は
非
現
実
的
な
人
魚
の
登
場
を
自
然

に
見
え
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
︑
西
洋
か
ら
来
た
人
魚
と
の
対
照
に
よ
る
イ
ン
パ

ク
ト
は
︑﹁
辛
辣
な
刺
戟
﹂
を
求
め
よ
う
と
す
る
貴
公
子
の
欲
求
を
満
た
し
︑

人
魚
の
神
秘
性
と
異
質
な
美
を
も
増
幅
さ
せ
た
︒
同
時
に
読
者
に
も
緊
張
感
を
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与
え
物
語
の
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
さ
せ
た
だ
ろ
う
︒

結
局
︑
人
魚
が
茫
々
た
る
海
へ
消
え
る
に
つ
れ
て
︑
貴
公
子
と
人
魚
と
の
恋

は
実
現
し
な
い
ま
ま
終
わ
り
を
告
げ
た
︒
だ
が
こ
の
結
末
に
は
︑
人
魚
と
別
れ

て
こ
そ
永
遠
の
美
が
は
じ
め
て
確
保
で
き
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
秘
め
ら
れ
て

い
る
︒
こ
れ
は
谷
崎
が
憧
れ
る
西
洋
へ
の
接
近
の
失
敗
も
象
徴
し
て
い
る
︒

同
じ
人
魚
を
扱
う
作
品
﹁
鮫
人
﹂
の
林
真
珠
と
比
較
す
る
と
︑
二
つ
の
人
魚

像
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
異
同
は
谷
崎
自
身
の
中
国
旅
行
に
起
因
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
が
︑
作
品
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
︑
西
洋
人
魚
と
林
真
珠
と

は
違
う
時
期
の
ヒ
ロ
イ
ン
像
を
代
表
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
ま
た

︿
人
魚
か
ら
鮫
人
へ
﹀
の
展
開
は
谷
崎
の
思
想
及
び
文
学
の
方
向
性
も
暗
示
し

て
い
る
だ
ろ
う
︒

注①

芥
川
龍
之
介
﹁﹃
人
魚
の
嘆
き
・
魔
術
師
﹄
広
告
文
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
第
二
四
年
第

一
〇
号

一
九
一
九
・
一
〇
︶︒﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
第
五
巻
︵
岩
波
書
店

一
九

九
六
・
三

154
頁
︶
か
ら
引
用
し
た
︒

②

宮
島
新
三
郎
﹁
小
説
界
(三
)﹂︵﹁
早
稲
田
文
学
﹂
第
一
五
八
号

一
九
一
九
・

一
︶︒
一
九
一
七
年
度
の
各
作
家
の
作
品
に
つ
い
て
の
概
評
︒﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
に
関

す
る
宮
島
の
評
価
は
そ
の
う
ち
の
﹁
主
な
る
作
家
及
び
作
品
﹂
に
見
ら
れ
る
︒

③

細
江
光
﹁﹃
人
魚
の
嘆
き
﹄
の
典
拠
に
つ
い
て
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
第
四
一
集

一
九
八
九
・
一
〇
︶

④

中
川
忠
英
著

村
松
一
弥

孫
伯
醇
編
﹃
清
俗
紀
聞
�
﹄﹁
解
説
﹂︵
平
凡
社

一

九
六
六
・
三

127
頁
︶

⑤

中
川
忠
英
﹁
清
俗
紀
聞
跋
﹂
﹃
清
俗
紀
聞

巻
之
一
三
﹄
︵
博
文
館

一
八
九
四
・

一
〇

28
頁
︶

⑥

前
掲
﹃
清
俗
紀
聞

巻
之
一
﹄
﹁
附
言
﹂

⑦

清
の
余
懐
﹃
板
橋
雑
記
﹄
と
清
末
葉
衍
蘭
の
彫
刻
画
﹁
秦
淮
八
艶
図
詠
﹂
を
参
照
︒

⑧

大
木
康
﹃
中
国
遊
里
空
間

︱
明
清
秦
淮
妓
女
の
世
界
﹄︵
青
木
社

二
〇
〇

二
・
一

62
頁
︶

⑨

永
井
荷
風
﹁
柳
橋
新
誌
に
つ
き
て
﹂
︵
原
題
﹁
柳
北
仙
史
の
柳
橋
新
誌
に
つ
き
て
﹂

﹁
中
央
公
論
﹂
第
四
二
年
第
五
号

一
九
二
七
・
五
︶︒﹃
荷
風
全
集
﹄
第
一
六
巻

︵
岩
波
書
店

一
九
九
四
・
五

213
頁
︶
か
ら
引
用
し
た
︒

⑩

余
懐
著

山
崎
長
卿
訳
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄
︵
明
和
年
間
刊
本
の
再
印

松
山
堂
書

店

一
九
〇
〇

�
～
�
頁
︶

⑪

市
野
澤
寅
雄
﹃
漢
詩
大
系

第
一
四
巻
﹄︵
集
英
社

一
九
六
五
・
八

276
頁
︶

⑫

福
本
雅
一
注
﹃
中
国
詩
人
選
集
二
集

第
一
二
巻

呉
偉
業
﹄︵
岩
波
書
店

一

九
六
二
・
六

120
頁
︶

⑬

余
懐
﹁
唐
土
名
妓
傳
序
﹂
︵
前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄
所
収
︶

⑭

千
葉
俊
二
﹁
﹃
人
魚
の
嘆
き
﹄
に
つ
い
て

︱
解
題
に
代
え
て
﹂︵﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂

第
三
五
巻
第
八
号

二
〇
〇
三
・
五
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
の
初
稿
は
二

百
字
詰
原
稿
用
紙
八
枚
で
︑
書
き
出
し
に
は
﹁
金
陵
の
町
中
で
第
一
の
富
豪
︑
第
一

の
美
男
と
云
は
れ
る
孟
世
燾
は
︑
十
五
の
年
か
ら
今
年
二
十
七
に
な
る
迄
⁝
﹂
と
あ

る
︒

⑮

芥
川
龍
之
介
﹁
江
南
遊
記
﹂
︵﹁
大
阪
毎
日
新
聞
﹂
一
九
二
二
・
一
・
一
～
二
・
一

三
︶︒﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
第
八
巻
︵
岩
波
書
店

一
九
九
六
・
六

293
頁
︶
か
ら

引
用
し
た
︒

⑯

麻
生
磯
次
﹃
江
戸
文
学
と
支
那
文
学

︱
近
世
文
学
の
支
那
的
原
拠
と
読
本
の
研

究
﹄︵
三
省
堂

一
九
四
六
・
五

307
～
319
頁
︶

谷
崎
潤
一
郎
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
論

五
二



⑰

前
田
愛
﹁﹃
板
橋
雑
記
﹄
と
﹃
柳
橋
新
誌
﹄﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
第
四
一
巻
第
三

号

一
九
六
四
・
三
︶

⑱

前
掲
﹃
江
戸
文
学
と
支
那
文
学
﹄︵
314
～
319
頁
︶

⑲

前
掲
﹁﹃
板
橋
雑
記
﹄
と
﹃
柳
橋
新
誌
﹄﹂

⑳

余
懐
は
﹁
唐
土
名
妓
傳
序
﹂
と
尤
侗
︵
一
六
一
八
～
一
七
〇
四
︶﹁
題
唐
土
名
妓

傳
﹂
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
美
人
塵
土
︑
盛
衰
感
慨
﹂
と
﹁
美
人
黄
土
矣
︑
回
首

夢
華
︒
可
勝
慨
哉
﹂
と
書
い
て
慨
嘆
の
意
を
表
し
た
︒
ま
た
異
な
る
版
本
に
載
っ
て

い
る
秦
星
池
︵
一
七
六
三
～
一
八
二
三
︶
の
序
文
が
見
ら
れ
︑
そ
の
中
で
は
﹁
読
之

只
為
捏
両
把
涙
︒
原
名
板
橋
雑
記
︒
今
改
題
曰
昇
平
楽
国
記
︒﹂
と
︑
同
じ
く
感
傷

の
意
を
示
し
た
︒

㉑

前
掲
﹁
柳
橋
新
誌
に
つ
き
て
﹂

㉒

武
田
寅
雄
﹃
谷
崎
潤
一
郎
小
論
﹄︵
桜
楓
社

一
九
八
五
・
一
〇

32
頁
︶

㉓

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
下
巻

10
頁
︶

㉔

徐
青
君
に
つ
い
て
は
﹃
桃
花
扇
﹄
第
一
回
﹁
聴
稗
﹂
と
﹃
金
陵
鎖
事
﹄﹁
非
非
子
﹂

の
項
に
書
か
れ
て
い
る
︒

㉕

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
上
巻

11
頁
︶

㉖

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
下
巻

�
頁
︶

㉗

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
上
巻

24
頁
︶

㉘

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
上
巻

�
頁
︶

㉙

石
川
忠
久
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
110

詩
経
︵
上
︶﹄︵
明
治
書
院

一
九
九
七
・

九

16
頁
︶

㉚

井
上
泰
山
﹁
日
本
に
お
け
る
﹃
西
廂
記
﹄
研
究
﹂︵﹁
中
国
俗
文
学
研
究
﹂
第
八
号

一
九
九
〇
・
一
二
︶
に
よ
れ
ば
︑﹃
西
廂
記
﹄
は
一
七
世
紀
前
半
に
日
本
に
輸
入
さ

れ
て
か
ら
繰
り
返
し
訳
注
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
明
治
時
代
に
は
教
材
と

し
て
選
ば
れ
広
く
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
︒

㉛

錦
雲
に
つ
い
て
は
︑
漢
・
東
方
朔
﹁
海
内
十
洲
記
﹂
に
﹁
紫
翠
丹
房
︑
錦
雲
燭

日
﹂︑
唐
・
曹
唐
﹁
小
游
仙
詩
﹂
に
﹁
海
水
西
飛
照
柏
林
︑
青
雲
斜
倚
錦
雲
深
﹂︑

宋
・
張
榘
﹁
金
縷
曲
﹂
に
﹁
且
剰
把
︑
錦
雲
織
﹂︑
清
・
龔
自
珍
﹁
夢
玉
人
引
﹂
に

﹁
瓊
欄
月
暖
錦
雲
飛
﹂
な
ど
の
句
が
見
ら
れ
る
︒

㉜

前
掲
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄︵
上
巻

23
頁
︶

㉝

九
頭
見
和
夫
﹃
日
本
の
﹁
人
魚
﹂
像

︱
﹃
日
本
書
記
﹄
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

﹁
人
魚
﹂
像
の
受
容
ま
で
﹄︵
和
泉
書
院

二
〇
一
二
・
三

84
～
98
頁
︶
は
︑﹁
人

魚
の
嘆
き
﹂
と
ハ
イ
ネ
の
詩
﹁
ロ
オ
レ
ラ
イ
﹂
と
の
関
連
に
つ
い
て
︑
谷
崎
が
踏
青

軒
主
人
訳
の
﹁
ロ
オ
レ
ラ
イ
﹂︵
﹁
海
潮
﹂
一
八
九
一
・
五
︶
を
参
考
に
し
た
と
指
摘

し
た
︒

㉞

前
掲
﹃
日
本
の
﹁
人
魚
﹂
像

︱
﹃
日
本
書
記
﹄
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
人
魚
﹂

像
の
受
容
ま
で
﹄
︵
89
頁
︶
︒
同
じ
指
摘
は
︑
吉
田
精
一
﹁
谷
崎
文
学
と
西
欧
文
学
﹂

︵
吉
田
精
一
編
﹃
近
代
文
学
鑑
賞
講
座

第
九
巻

谷
崎
潤
一
郎
﹄
角
川
書
店

一

九
五
九
・
一
〇

279
頁
︶
の
ほ
か
︑
小
出
博
﹁
谷
崎
潤
一
郎
と
ワ
イ
ル
ド
・
序
説
﹂

︵
吉
田
精
一
編
﹃
日
本
近
代
文
学
の
比
較
文
学
的
研
究
﹄
清
水
弘
文
堂
書
房

一
九

七
一
・
四

305
頁
︶
に
も
見
ら
れ
る
︒

㉟

前
掲
﹃
日
本
の
﹁
人
魚
﹂
像
﹄︵
92
頁
︶

㊱

笠
原
伸
夫
﹃
谷
崎
潤
一
郎

︱
宿
命
の
エ
ロ
ス
﹄
第
四
章
︵
冬
樹
社

一
九
八

〇
・
六

220
頁
︶

︹
附
記
︺

本
稿
で
引
用
し
た
谷
崎
潤
一
郎
の
文
章
は
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄︵
全
二
六

巻

中
央
公
論
新
社

二
〇
一
五
・
五
～
二
〇
一
七
・
六
︶
を
底
本
と
す
る
︒

﹃
板
橋
雑
記
﹄
の
引
用
は
︑
山
崎
長
卿
訳
﹃
唐
土
名
妓
傳
﹄
上
︑
下
巻
︵
松
山

堂
書
店

一
九
〇
〇
︶
に
よ
る
︒
引
用
に
際
し
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
旧
漢
字

を
新
漢
字
に
改
め
た
︒
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
拠
る
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
人
魚
の
嘆
き
﹂
論

五
三


