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雄
　
　

　

古
典
の
現
代
語
訳
は
、
外
国
語
文
献
を
翻
訳
す
る
の
と
は
異
な
り
、
同
じ
日

本
語
が
何
千
年
・
何
百
年
を
経
て
変
化
し
た
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

研
究
者
に
と
っ
て
は
、
提
示
さ
れ
た
本
文
の
現
代
語
訳
は
必
ず
し
も
必
要
で

な
く
、
そ
の
箇
所
の
い
わ
ゆ
る
「
大
意
」
で
あ
っ
た
り
、
個
々
の
語
句
の
「
注
」

が
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
充
分
と
言
う
場
合
が
多
い
の
で
な
い
か
。

　

し
か
し
一
般
の
古
典
愛
好
者
に
と
っ
て
は
現
代
語
訳
が
あ
っ
た
方
が
分
か
り

や
す
く
親
し
み
や
す
い
。
実
際
に
古
典
の
刊
行
書
に
は
、
現
代
語
訳
が
付
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
い
。
一
般
の
読
者
は
、
本
文
と
現
代
語
訳
を
読
み
比
べ
な
が

ら
、
本
文
の
表
現
に
可
能
な
限
り
近
づ
こ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
現
代
語
訳

が
当
該
の
作
品
の
表
現
技
法
を
完
全
と
ま
で
い
か
ず
と
も
、
一
定
程
度
反
映
し

て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

韻
文
（
和
歌
・
俳
句
・
川
柳
な
ど
）
に
お
い
て
は
、
定
型
（
音
数
律
な
ど
）

で
あ
る
こ
と
が
、
表
現
技
法
と
も
言
え
よ
う
か
ら
、
現
代
語
訳
は
あ
く
ま
で
便

宜
的
な
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
散
文
で
あ
れ
ば
、
定
型
に
関
わ

ら
な
い
か
ら
、
本
文
の
表
現
技
法
を
反
映
し
た
現
代
語
訳
は
不
可
能
で
は
な

い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
『
竹
取
物
語
』
は
、
本
文
中
の
和
歌
を
除
け
ば
、
散
文

の
地
の
文
と
会
話
文
で
あ
り
、
し
か
も
会
話
文
に
は
、
そ
の
始
ま
り
の
直
前
と

終
わ
り
の
直
後
に
明
確
な
語
句
が
記
さ
れ
て
お
り
、
地
の
文
と
会
話
文
の
表
現

技
法
の
相
違
も
明
ら
か
で
あ
る
（
注
１
）。

　

地
の
文
は
、
語
り
手
（『
竹
取
物
語
』
に
あ
っ
て
は
「
作
者
」
と
し
て
よ
か

ろ
う
）
が
、
物
語
中
に
登
場
す
る
人
物
の
動
き
（
演
技
）
と
そ
の
場
面
（
背
景
）

を
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
描
き
上
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
会
話
文
は
、
登
場
人

物
（
役
者
）
の
セ
リ
フ
で
あ
る
が
、
そ
の
セ
リ
フ
に
は
、
役
者
の
役
柄
に
ふ
さ

わ
し
い
個
性
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
示
す
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

地
の
文
の
「
け
り
」

　

本
稿
に
取
り
上
げ
る
〔
帝
の
求
婚
〕
段
は
、
物
語
の
後
半
の
一
部
分
で
あ
り
、

読
者
は
物
語
冒
頭
段
の
「
け
り
」
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
の
「
過

去
」
が
、
あ
た
か
も
現
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
情
移
入
を
経
て
い
る
の
で
、

当
段
の
始
ま
り
に
は
「
け
り
」
は
用
い
ら
れ
な
い
（
注
２
）。
し
か
し
段
の
前
半
部

分
に
三
箇
所
「
け
り
」
が
近
接
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
け
り
」
に
よ

る
表
現
技
法
は
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
の
使
者
で
あ
る
内

侍
の
房
子
が
、
竹
取
の
翁
邸
に
ま
で
出
向
い
て
、
か
ぐ
や
姫
に
帝
の
ご
意
向
を

告
げ
た
の
に
対
し
、
姫
は
不
機
嫌
で
「
侍
り
」
を
用
い
な
い
「
タ
メ
口
」
で
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断
っ
た
場
面
の
始
ま
り
で
﹇
を
ろ
そ
か
な
る
や
う
に
言
ひ
け
れ
ば
﹈
と
「
け
り
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
へ
の
内
侍
の
怒
り
の
セ
リ
フ
の
説
明

に
﹇
言
葉
は
づ
か
し
く
言
ひ
け
れ
ば
﹈
と
「
け
り
」
を
用
い
て
表
し
、
そ
の
報

告
を
受
け
た
帝
が
、
一
旦
は
求
婚
を
諦
め
る
三
つ
目
の
﹇
止
み
に
け
れ
（
ど
）﹈

で
「
け
り
」
を
用
い
る
と
い
う
表
現
技
法
で
あ
る
。（
後
述
す
る
が
、
こ
の
箇

所
を　
　

で
囲
っ
て
示
す
。）

　

ま
た
、
地
の
文
の
「
け
り
」
は
、
こ
の
段
の
最
後
に
五
箇
所
用
い
ら
れ
、
当

該
段
の
区
切
り
（
終
わ
り
）
を
示
し
て
い
る
。（
同
じ
く
、　
　

で
囲
う
。）

　

こ
の
「
け
り
」
を
現
代
語
訳
で
は
、「
た
」
と
訳
す
。
多
く
の
刊
行
書
に
は

本
文
中
の
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」
も
「
た
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
が
多

い
け
れ
ど
、「
け
り
」
と
の
差
異
を
表
す
た
め
、
本
稿
の
現
代
語
訳
で
は
、「
つ
」

「
ぬ
」
は
訳
出
せ
ず
、
現
在
形
で
訳
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

会
話
文
の
「
侍
り
」
と
役
柄
語
と
し
て
の
天
皇
語

　
「
侍
り
」
は
、
登
場
人
物
が
、
聞
き
手
に
対
し
へ
り
く
だ
り
、
聞
き
手
を
尊

敬
す
る
丁
重
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
段
で

は
、
帝
が
聞
き
手
の
竹
取
の
翁
・
嫗
の
動
作
に
「
侍
り
」
を
用
い
て
い
る
。
こ

れ
は
聞
き
手
を
へ
り
く
だ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
尊
敬
す
る
「
自
敬

表
現
（
自
己
尊
敬
）」
と
な
る
。
自
敬
表
現
は
、
帝
に
限
ら
ず
大
納
言
や
中
納

言
が
家
来
に
向
か
っ
て
そ
の
動
作
に
「
奉
る
」「
申
す
」「
ま
う
づ
」
な
ど
を
用

い
て
い
る
の
も
同
じ
と
言
え
る
が
、
帝
の
用
い
る
「
侍
り
」
は
際
立
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
帝
は
、
帝
自
身
の
動
作
に
「
お
は
し
ま
す
」「
聞
こ
し
め
す
」「
賜
は
す
」

「
行
幸
す
」
な
ど
の
尊
敬
語
を
用
い
て
い
る
。
ま
さ
に
「
天
皇
語
」
で
あ
る
。

　

以
上
は
旧
稿
（
注
１
）

で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
の
現
代
語
訳
に
は
こ
れ

に
こ
だ
わ
っ
て
、
書
体
等
を
変
え
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

 

（
注
１
） 

拙
稿
「『
竹
取
物
語
』
の
会
話
文
─
「
侍
り
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（「
山
口
国
文
」
第
39
号
〈
二
〇
一
六
年
〉）

 

（
注
２
） 

拙
稿
「『
竹
取
物
語
』〔
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
〕
の
表
現
技

法
─
特
に
「
ち
ご
（
児
）」
に
注
目
し
て
─
」（「
山
口
国
文
」

第
41
号
〈
二
〇
一
八
年
〉）

　
　
　

現
代
語
訳
と
本
文
の
傍
線
・
点
線
及
び
書
体
等

Ⅰ 

地
の
文
で
「
け
り
」
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
は
そ
の
部
分
を

点
線　
　

で
囲
っ
て
示
す
。「
け
り
」
の
現
代
語
訳
は
「
た
」（
上
記
の
よ
う

に
二
重
傍
線
で
示
す
）。

Ⅱ 

会
話
文
で
翁
・
姫
が
帝
に
向
か
っ
て
用
い
る
「
侍
り
」
は
現
代
語
訳
で
は
、

そ
の
セ
リ
フ
全
体
を
行
書
太
字
体
で
示
す
。
か
ぐ
や
姫
は
、
場
面
に
応
じ

て
、
翁
・
嫗
に
向
か
っ
て
も
「
侍
り
」
を
用
い
る
が
、
同
じ
く
行
書
太
字
体

で
示
し
、「
侍
り
」
を
用
い
な
い
「
タ
メ
口
」（
明
朝
体
）
と
区
別
す
る
。

Ⅲ 

会
話
文
で
の
帝
の
自
敬
表
現
は
、
そ
の
語
句
の
み
を
ゴ
ジ
ッ
ク
太
字
体
で
示

す
。

Ⅳ 

地
の
文
・
会
話
文
の
現
代
語
訳
で
は
、
本
文
に
は
な
い
が
、
現
代
語
訳
で

補
っ
た
語
句
は
（　

）
で
括
っ
て
示
す
。

◎ 
現
代
語
訳
の
後
に
本
文
を
添
え
る
。
堀
内
秀
晃
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」

に
よ
る
が
、
一
部
当
該
本
文
の
漢
字
表
記
を
底
本
の
仮
名
表
記
に
直
す
。

（
例
「
婚
ふ
」
→
「
あ
ふ
」。）

　

 

本
文
で
は
、「
侍
り
」
の
み
を
行
書
太
字
体
で
示
す
。（
た
だ
し
、
天
皇
語
の

「
侍
り
」
は
ゴ
ジ
ッ
ク
太
字
体
。）
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帝
の
求
婚　
　

現
代
語
訳

　

さ
て
、
か
ぐ
や
姫
は
、
容
貌
が
世
に
似
る
も
の
な
く
美
し
い
こ
と
を
、
帝
が

お
聞
き
遊
ば
し
て
、
内
侍
中
臣
の
房
子
に
お
っ
し
ゃ
る
、

　
　
　

 
「 
多
く
の
人
の
身
を
破
滅
さ
せ
て
も
結
婚
し
な
い
と
聞
く
か
ぐ
や
姫

は
、
ど
れ
ほ
ど
の
女
か
と
、
退
出
し
て
見
て
ま
い
れ
」

と
お
っ
し
ゃ
る
。
房
子
は
、
承
っ
て
退
出
す
る
。

　
　

竹
取
の
家
で
は
、
恐
縮
し
て
招
き
入
れ
て
、
会
う
。
嫗
に
、
内
侍
は
お
っ

し
ゃ
る
、

　
　
　

 

「 

帝
の
仰
せ
言
に
、
か
ぐ
や
姫
の
容
貌
は
、
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

と
聞
く
、
よ
く
見
て
ま
い
る
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
る
の
で
、
参
上
し

た
」

と
言
う
の
で
、（
嫗
は
）

　
　
　

 

「
そ
れ
で
は
、（
姫
に
）
そ
の
よ
う
に
申
し
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、（
姫
の
部
屋
に
）
入
る
。

　
　

か
ぐ
や
姫
に
、

　
　
　

 

「
早
く
、
帝
の
お
使
い
に
お
会
い
な
さ
い
」

と
言
う
と
、（
か
ぐ
や
姫
は
）

　
　
　

 

「
す
ぐ
れ
た
器
量
で
も
な
い
。
ど
う
し
て
会
え
よ
う
」

と
言
う
の
で
、

　
　
　

 

「 

困
っ
た
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
ね
。
帝
の
お
使
い
を
、
ど
う
し
て
お
ろ

そ
か
に
で
き
よ
う
」

と
言
う
と
、
か
ぐ
や
姫
が
答
え
る
に
は
、

　
　
　

 

「 

帝
の
お
召
し
に
な
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
畏
れ
多
い
と
も
思
わ

な
い
の
」

と
言
っ
て
、
一
向
に
会
い
そ
う
に
も
な
い
。

 

（
普
段
は
）
産
ん
だ
子
の
よ
う
に
し
て
い
る
け
れ
ど
、（
嫗
が
）
た
い
そ
う
気

後
れ
す
る
よ
う
に
、（
姫
が
）
そ
っ
け
な
く
言
っ
た
の
で
、（
嫗
は
）
思
う
よ
う

に
責
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
嫗
は
、
内
侍
の
前
に
戻
っ
て
き
て
、

　
　
　

 

「 

残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
幼
稚
な
者
は
、
強
情
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お

会
い
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
」

と
申
し
上
げ
る
。
内
侍
は
、

　
　
　

 

「 

必
ず
拝
見
し
て
参
れ
と
、
仰
せ
言
が
あ
っ
た
も
の
を
。
拝
見
し
な
く

て
は
、
ど
う
し
て
帰
参
で
き
よ
う
。
国
王
の
仰
せ
言
を
、
ど
う
し

て
、
こ
の
世
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
人
が
、
承
知
な
さ
ら
な
い
で
い
ら

れ
よ
う
。
言
え
な
い
こ
と
を
し
な
さ
る
な
」

と
、
言
葉
に
威
厳
を
込
め
て
言
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
聞
い
て
、（
今
ま
で
よ
り
）

ま
し
て
、
か
ぐ
や
姫
は
、
聞
く
は
ず
も
な
い
。

　
　
　

 

「
国
王
の
仰
せ
言
に
背
い
て
い
る
な
ら
、
は
や
く
殺
し
な
さ
っ
て
よ
」

と
言
う
。

　
　

こ
の
内
侍
は
、
帰
り
参
上
し
て
、
こ
の
こ
と
を
奏
上
す
る
。
帝
は
お
聞
き

遊
ば
し
て
、

　
　
　

 

「
大
勢
の
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
（
強
情
な
）
心
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、（
一
度
は
）
止
め
た
け
れ
ど
、

 

（
帝
は
）
や
は
り
お
思
い
が
お
あ
り
で
、「
こ
の
女
の
策
略
に
負
け
て
い
ら
れ

よ
う
か
」
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
ご
命
令
な
さ
る
、

　
　
　

 
「 

お
前
が
持
っ
て
お
る
か
ぐ
や
姫
を
献
上
せ
よ
。
器
量
よ
し
と
お
聞
き

遊
ば
し
て
、
お
使
い
を
遣
わ
し
な
さ
っ
た
が
、（
そ
れ
も
）
か
い
な

く
、（
お
使
い
は
姫
の
器
量
を
）
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
不
都
合
な
こ
と
を
放
っ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
ご
命
令
な
さ
る
。
翁
は
、
恐
縮
し
て
、
ご
返
事
を
申
し
上
げ
る
に
は
、
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「 

こ
の
女
童
は
、
全
く
宮
仕
え
を
致
す
べ
く
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
を
、

持
て
余
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
も
、
退
出
し

て
、
仰
せ
言
を
伝
え
ま
し
ょ
う
」

と
奏
上
す
る
。
こ
れ
を
（
帝
は
）
お
聞
き
遊
ば
し
て
、
仰
せ
に
な
る
。

　
　
　

 

「 
ど
う
し
て
、
翁
の
手
で
育
て
上
げ
た
も
の
を
、
心
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ

こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
の
女
を
献
上
し
た
ら
、
翁
に
五
位
を
授
か
ら
ぬ

こ
と
が
、
ど
う
し
て
な
か
ろ
う
か
」

　
　

翁
は
、
喜
ん
で
、
家
に
帰
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
に
告
げ
て
言
う
に
は
、

　
　
　

 

「 

こ
の
よ
う
に
、
帝
が
仰
せ
言
を
下
さ
っ
た
。
お
仕
え
は
な
さ
ら
な
い

の
か
」

と
言
う
と
、
か
ぐ
や
姫
が
、
答
え
て
言
う
に
は
、

　
　
　

 

「 

全
く
、
そ
の
よ
う
な
宮
仕
え
は
、
お
仕
え
致
す
ま
い
と
思
っ
て
い
る

の
を
、
無
理
に
お
仕
え
さ
せ
な
さ
る
な
ら
、
消
え
失
せ
て
し
ま
お

う
。（
翁
が
）
官
職
位
階
を
戴
け
る
よ
う
に
し
て
、（
私
は
）
死
ぬ
ば

か
り
よ
」

　
　

翁
が
、
応
じ
て
言
う
に
は
、

　
　
　

 

「 （
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
）
し
な
さ
る
な
。
官
職
も
我
が
子
を
拝
見
で

き
な
く
て
は
、
何
に
な
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
ど
う
し
て

宮
仕
え
を
な
さ
ら
な
い
の
か
。
死
に
な
さ
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
理
由

が
あ
ろ
う
か
」

と
言
う
。（
か
ぐ
や
姫
が
言
う
〉

　
　
　

 

「 

や
は
り
空
言
か
ど
う
か
と
、
宮
仕
え
を
さ
せ
て
、
死
な
な
い
で
い
る

か
と
、（
様
子
を
）
ご
覧
下
さ
い
。
何
人
も
の
人
が
、（
私
へ
の
）
愛

情
が
お
ろ
そ
か
で
は
な
か
っ
た
の
を
、
無
駄
に
し
て
し
ま
っ
た
。
昨

日
今
日
、
帝
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
従
う
の
は
、
人
聞
き
が
は
ず
か

し
い
」

と
言
う
と
、
翁
が
、
答
え
て
言
う
に
は
、

　
　
　

 

「 

世
間
の
こ
と
は
、
と
か
く
あ
っ
て
も
、
姫
の
お
命
が
危
な
い
こ
と
こ

そ
、
大
き
な
障
害
な
の
で
、
や
は
り
、
宮
仕
え
で
き
な
い
こ
と
を
、

参
上
し
て
申
し
上
げ
よ
う
」

と
言
っ
て
、
参
上
し
て
申
し
上
げ
る
に
は
、

　
　
　

 

「 

仰
せ
言
の
忝
な
さ
に
、
あ
の
女
童
を
宮
仕
え
に
参
ら
せ
よ
う
と
、
致

し
ま
し
た
が
、『
宮
仕
え
に
出
さ
せ
た
ら
、
死
ぬ
』
と
申
し
ま
す
。

私
、
み
や
つ
こ
ま
ろ
の
手
で
生
ま
せ
た
子
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
昔
、

山
で
見
つ
け
た
子
で
す
。
気
性
も
、
世
の
人
に
は
似
て
い
な
い
の
で

ご
ざ
い
ま
す
」

と
（
帝
の
侍
臣
を
介
し
て
）
奏
上
す
る
。

　
　

帝
が
、
仰
せ
に
な
る
、

　
　
　

 

「 

み
や
つ
こ
ま
ろ
の
家
は
、
山
の
麓
に
近
い
と
か
。
鷹
狩
り
の
行
幸
を

な
さ
る
よ
う
に
し
て
、
見
る
と
し
よ
う
か
」

と
お
っ
し
ゃ
る
。
み
や
つ
こ
ま
ろ
が
、
申
し
上
げ
る
に
は
、

　
　
　

 

「�

た
い
そ
う
よ
い
こ
と
で
す
。
な
ん
の
、（
女
童
が
）
ぼ
ん
や
り
し
て

ご
ざ
い
ま
す
時
に
、
ふ
と
行
幸
遊
ば
し
て
ご
覧
に
な
れ
ば
、
ご
覧
に

な
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」

と
奏
上
す
る
と
、
帝
は
、
俄
に
日
に
ち
を
決
め
て
、
鷹
狩
り
に
出
立
な
さ
っ

て
、
か
ぐ
や
姫
の
家
に
お
入
り
に
な
っ
て
姫
を
ご
覧
に
な
ら
れ
る
と
、（
家
中

に
）
光
が
満
ち
溢
れ
て
、
す
ば
ら
し
く
美
し
く
座
っ
て
い
る
人
が
い
る
。「
こ

れ
で
あ
ろ
う
」
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
近
く
に
お
寄
り
な
さ
る
と
、
逃
げ
て
奥

に
入
る
袖
を
お
捕
ら
え
に
な
る
が
、
顔
を
（
袖
で
）
覆
っ
て
控
え
て
い
る
け
れ

ど
、
最
初
に
よ
く
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
比
べ
る
も
の
も
な
く
す
ば
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ら
し
く
お
思
い
遊
ば
し
て
、

　
　
　

 

「
許
す
ま
い
」

と
、
連
れ
て
出
な
さ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
か
ぐ
や
姫
が
、
お
答
え
し
て
奏
上
す

る
、

　
　
　

 

「 
自
分
の
身
は
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、（
お
心
の

ま
ま
に
）
お
使
い
に
な
ら
れ
ま
し
ょ
う
、（
し
か
し
、
そ
う
で
は
な

い
の
で
）
全
く
連
れ
て
出
な
さ
れ
ま
す
こ
と
は
む
ず
か
し
ゅ
う
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
」

と
奏
上
す
る
。
帝
は

　
　
　

 

「 

ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
。
連
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ろ

う
ぞ
」

と
、
お
輿
を
お
寄
せ
な
さ
る
時
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
は
、
さ
っ
と
影
に
な
っ
て

し
ま
う
。「
は
か
な
く
、
残
念
だ
」
と
お
思
い
に
な
っ
て
、「
な
る
ほ
ど
、
普
通

の
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
お
思
い
に
な
っ
て
、

　
　
　

 

「 

そ
れ
な
ら
、
お
供
に
連
れ
て
行
く
ま
い
。
も
と
の
お
姿
に
お
な
り
な

さ
い
。
そ
れ
を
見
て
帰
ろ
う
」

と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
か
ぐ
や
姫
は
、
も
と
の
姿
に
な
る
。
帝
は
、（
姫
を
）
や

は
り
す
ば
ら
し
く
お
思
い
に
な
る
こ
と
は
、
せ
き
と
め
が
た
い
。
こ
の
よ
う
に

（
姫
を
）
見
せ
た
み
や
つ
こ
ま
ろ
に
対
し
、
官
位
・
禄
を
お
与
え
に
な
る
。

　
　

そ
し
て
、（
翁
の
家
で
は
）
行
幸
の
お
供
の
大
勢
の
官
人
た
ち
に
、
饗
応

を
盛
大
に
奉
仕
す
る
。

帝
は
、
か
ぐ
や
姫
を
置
い
て
お
帰
り
な
さ
る
こ
と
を
、
ご
不
満
で
残
念
に
思
し

召
し
た
が
、
魂
を
（
姫
の
も
と
に
）
止
め
た
気
持
ち
で
、
お
帰
り
に
な
っ
た
。

お
輿
に
お
乗
り
遊
ば
し
て
後
に
、
か
ぐ
や
姫
に
、

　
　

帰
る
さ
の
み
ゆ
き
物
う
く
お
も
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
ゑ

　
　

 〈
帰
り
道
の
行
幸
が
つ
ら
く
思
わ
れ
て
振
り
返
っ
て
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま

う
。（
私
に
）
背
い
て
止
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
え
に
〉

（
か
ぐ
や
姫
の
帝
へ
の
）
返
歌
、

　
　

む
ぐ
ら
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
何
か
は
玉
の
う
て
な
を
も
見
む

　
　

 〈
葎
の
生
い
茂
る
中
で
長
年
過
ご
し
て
き
た
我
が
身
が
、
ど
う
し
て
玉
に

輝
く
高
殿
を
見
て
そ
こ
で
過
ご
せ
よ
う
か
〉

　
　

こ
れ
を
、
帝
は
ご
覧
遊
ば
し
て
、
い
っ
そ
う
お
帰
り
に
な
る
方
向
も
お
分

か
り
に
な
ら
な
く
な
ら
れ
る
。
お
心
は
、
更
に
お
帰
り
に
な
る
こ
と
も
お
思
い

に
な
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、（
か
ぐ
や
姫
の
も
と
で
）

夜
を
お
明
か
し
に
な
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
な
い
の
で
、
お
帰
り
遊
ば
す
。

　
　

常
日
頃
帝
の
お
側
で
お
仕
え
す
る
女
房
た
ち
を
ご
覧
な
さ
る
に
つ
け
、
か

ぐ
や
姫
の
側
に
寄
れ
そ
う
な
者
も
い
な
か
っ
た
。「
他
の
人
よ
り
は
、
美
し
い
」

と
お
思
い
に
な
っ
た
人
が
、
あ
の
か
ぐ
や
姫
に
思
い
比
べ
な
さ
る
と
、
美
人
な

ど
と
い
う
た
ぐ
い
で
は
な
い
。
か
ぐ
や
姫
の
み
お
心
に
か
か
っ
て
、
た
だ
独
り

で
お
過
ご
し
に
な
る
。
理
由
な
く
お
后
た
ち
の
所
に
も
お
渡
り
に
な
さ
ら
ず
、

か
ぐ
や
姫
の
お
許
に
、
お
文
を
書
い
て
や
り
取
り
な
さ
る
。（
か
ぐ
や
姫
の
）

ご
返
事
は
、（
宮
仕
え
は
断
っ
た
も
の
の
）
見
事
に
書
い
て
差
し
上
げ
、（
帝
も
）

興
趣
深
く
、
四
季
折
々
の
木
や
草
に
託
し
て
も
お
歌
を
詠
ん
で
お
遣
わ
し
に
な

る
。

　
　
　

帝
の
求
婚　
　

本
文

　
　

さ
て
、
か
ぐ
や
姫
、
か
た
ち
の
世
に
似
ず
め
で
た
き
こ
と
を
、
御
門
聞
こ

し
め
し
て
、
内
侍
中
臣
の
房
子
に
の
た
ま
ふ
、

　
　
　

 

「 

多
く
の
人
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
し
て
あ
は
ざ
な
る
か
ぐ
や
姫
は
、

い
か
ば
か
り
の
女
ぞ
と
、
ま
か
り
て
、
見
て
ま
い
れ
」
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と
の
給
。
房
子
、
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
れ
り
。

　
　

竹
取
の
家
に
、
か
し
こ
ま
り
て
請
じ
入
れ
て
、
会
へ
り
。
女
に
、
内
侍
の

た
ま
ふ
、

　
　
　

 
「 
仰
せ
ご
と
に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
ち
、
優
に
お
は
す
也
、
よ
く
見
て

ま
い
る
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
せ
つ
る
に
な
む
、
ま
い
り
つ
る
」

と
言
へ
ば
、

　
　
　

 

「
さ
ら
ば
、
か
く
申
侍
ら
ん
」

と
言
ひ
て
、
入
ぬ
。

　
　

か
ぐ
や
姫
に
、

　
　
　

 

「
は
や
、
か
の
御
使
に
対
面
し
給
へ
」

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、

　
　
　

 

「
よ
き
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
。
い
か
で
か
見
ゆ
べ
き
」

と
言
へ
ば
、

　
　
　

 

「 

う
た
て
も
の
給
ふ
か
な
。
御
門
の
御
使
を
ば
、
い
か
で
か
お
ろ
そ
か

に
せ
む
」

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
答
ふ
る
や
う
、

　
　
　

 

「
御
門
の
召
し
て
の
た
ま
は
ん
事
、
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず
」

と
言
ひ
て
、
さ
ら
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。

　

産
め
る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
は
づ
か
し
げ
に
、
を
ろ
そ
か
な
る
や

う
に
言
ひ
け
れ
ば
、
心
の
ま
ゝ
に
も
え
責
め
ず
。
女
、
内
侍
の
も
と
に
還
り
出

て
、

　
　
　

 

「 

口
お
し
く
、
こ
の
お
さ
な
き
者
は
、
こ
は
く
侍
る
者
に
て
、
対
面
す

ま
じ
き
」

と
申
。
内
侍
、

　
　
　

 

「 

か
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
て
ま
い
れ
と
、
仰
せ
事
あ
り
つ
る
も
の

を
。
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
、
い
か
で
帰
り
ま
い
ら
む
。
国
王
の
仰
ご

と
を
、
ま
さ
に
、
世
に
住
み
給
は
ん
人
の
、
う
け
た
ま
は
り
給
は
で

は
有
な
む
や
。
い
は
れ
ぬ
事
な
し
給
ひ
そ
」

と
言
葉
は
づ
か
し
く
言
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
ま
し
て
か
ぐ
や
姫
、
聞

く
べ
く
も
あ
ら
ず
。

　
　
　

 

「 

国
王
の
仰
せ
ご
と
を
背
か
ば
、
は
や
殺
し
給
ひ
て
よ
か
し
」

と
言
ふ
。

　
　

此
内
侍
、
帰
り
ま
い
り
て
、
こ
の
よ
し
を
奏
す
。
御
門
、
聞
こ
し
め
し
て
、

　
　
　

 

「
多
く
の
人
殺
し
て
け
る
心
ぞ
か
し
」

と
の
給
て
、
止
み
に
け
れ
ど
、

　
　

猶
お
ぼ
し
お
は
し
ま
し
て
、「
こ
の
女
の
た
ば
か
り
に
や
負
け
む
」
と
お

ぼ
し
て
、
仰
せ
給
、

　
　
　

 

「 

汝
が
持
ち
て
侍
る
か
ぐ
や
姫
、
た
て
ま
つ
れ
。
顔
か
た
ち
よ
し
と
聞

こ
し
め
し
て
、
御
使
を
賜
び
し
か
ど
、
か
ひ
な
く
、
見
え
ず
成
に
け

り
。
か
く
た
い
〴
〵
し
く
や
は
慣
ら
は
す
べ
き
」

と
仰
せ
ら
る
。
翁
、
か
し
こ
ま
り
て
、
御
返
事
申
す
や
う
、

　
　
　

 

「 

此
め
の
童
は
、
た
へ
て
宮
仕
へ
つ
か
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
侍
る

を
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
侍
。
さ
り
と
も
、
ま
か
り
て
、
仰
せ
事
賜
は
ん
」

と
奏
す
。
こ
れ
を
聞
こ
し
め
し
て
、
仰
せ
給
。

　
　
　

 

「 

な
ど
か
、
翁
の
手
に
お
ほ
し
た
て
た
ら
む
も
の
を
、
心
に
ま
か
せ
ざ

ら
む
。
こ
の
女
、
も
し
た
て
ま
つ
り
た
る
も
の
な
ら
ば
、
翁
に
か
う

ぶ
り
を
、
な
ど
か
賜
は
せ
ざ
ら
ん
」

　
　

翁
、
喜
び
て
、
家
に
帰
り
て
、
か
ぐ
や
姫
に
語
ら
ふ
や
う
、

　
　
　

 

「 

か
く
な
む
、
御
門
の
仰
せ
給
へ
る
。
な
を
や
は
仕
う
ま
つ
り
給
は

ぬ
」
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と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、
答
へ
て
い
は
く
、

　
　
　

 

「 

も
は
ら
、
さ
や
う
の
宮
仕
へ
、
仕
う
ま
つ
ら
じ
と
思
ふ
を
、
し
ゐ
て

仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ば
、
消
え
う
せ
な
ん
ず
。
み
つ
か
さ
か
う
ぶ
り

仕
う
ま
つ
り
て
、
死
ぬ
ば
か
り
也
」

　
　

翁
、
い
ら
ふ
る
や
う
、

　
　
　

 

「 

な
し
給
そ
。
つ
か
さ
か
う
ぶ
り
も
、
わ
が
子
を
見
た
て
ま
つ
ら
で

は
、
な
に
に
か
は
せ
む
。
さ
は
あ
り
と
も
、
な
ど
か
宮
仕
へ
を
し
た

ま
は
ざ
ら
む
。
死
に
給
べ
き
や
う
や
あ
る
べ
き
」

と
言
ふ
。

　
　
　

 

「 

猶
そ
ら
事
か
と
、
仕
う
ま
つ
ら
せ
て
、
死
な
ず
や
あ
る
と
見
給
へ
。

あ
ま
た
の
人
の
、
心
ざ
し
お
ろ
か
な
ら
ざ
り
し
を
、
空
し
く
な
し
て

し
こ
そ
あ
れ
。
昨
日
今
日
、
御
門
の
の
給
は
ん
こ
と
に
つ
か
ん
、
人

聞
き
や
さ
し
」

と
言
へ
ば
、
翁
、
答
へ
て
い
は
く
、

　
　
　

 

「 

天
下
の
事
は
、
と
あ
り
と
も
、
か
ゝ
り
と
も
、
御
命
の
あ
や
う
さ
こ

そ
、
大
き
な
る
障
り
な
れ
ば
、
猶
、
仕
う
ま
つ
る
ま
じ
き
こ
と
を
、

ま
い
り
て
申
さ
ん
」

と
て
、
ま
い
り
て
申
や
う
、

　
　
　

 

「 

仰
の
事
の
か
し
こ
さ
に
、
か
の
童
を
ま
い
ら
せ
む
と
て
、
仕
ま
つ
れ

ば
、「
宮
仕
へ
に
出
し
た
て
ば
、
死
ぬ
べ
し
」
と
申
。
宮
つ
こ
麻
呂

が
手
に
う
ま
せ
た
る
子
に
あ
ら
ず
。
む
か
し
、
山
に
て
見
つ
け
た

る
。
か
ゝ
れ
ば
、
心
ば
せ
も
、
世
の
人
に
似
ず
侍
」

と
奏
せ
さ
す
。

　
　

御
門
、
仰
給
、

　
　
　

 

「 

み
や
つ
こ
ま
ろ
が
家
は
、
山
本
近
か
な
り
。
御
狩
行
幸
し
給
は
ん
や

う
に
て
、
見
て
ん
や
」

と
の
た
ま
は
す
。
宮
つ
こ
麻
呂
が
、
申
や
う
、

　
　
　

 

「 

い
と
よ
き
事
也
。
な
に
か
、
心
も
な
く
て
侍
ら
ん
に
、
ふ
と
行
幸
し

て
御
覧
ぜ
む
、
御
覧
ぜ
ら
れ
な
む
」

と
奏
す
れ
ば
、
御
門
、
に
は
か
に
日
を
定
め
て
、
御
狩
に
出
給
ふ
て
、
か
ぐ

や
姫
の
家
に
入
給
ふ
て
見
給
に
、
光
み
ち
て
、
き
よ
ら
に
て
ゐ
た
る
人
あ
り
。

「
こ
れ
な
ら
ん
」
と
お
ぼ
し
て
、
近
く
寄
ら
せ
給
に
、
逃
げ
て
入
る
袖
を
と
ら

へ
給
へ
ば
、
お
も
て
を
ふ
た
ぎ
て
候
へ
ど
、
初
め
よ
く
御
覧
じ
つ
れ
ば
、
た
ぐ

ひ
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
給
て
、

　
　
　

 

「
許
さ
じ
と
す
」

と
て
、
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
と
す
る
に
、
か
ぐ
や
姫
、
答
へ
て
奏
す
、

　
　
　

 

「 

を
の
が
身
は
、
此
国
に
生
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
つ
か
ひ
給
は
め
、
い
と

い
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
侍
ら
ん
」

と
奏
す
。
御
門
、

　
　
　

 

「
な
ど
か
、
さ
あ
ら
ん
。
猶
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
」

と
て
、
御
輿
を
寄
せ
給
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。「
は
か
な

く
、
口
お
し
」
と
お
ぼ
し
て
、「
げ
に
、
た
ゞ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
お

ぼ
し
て
、

　
　
　

 

「 

さ
ら
ば
、
御
と
も
に
い
て
行
か
じ
。
も
と
の
御
か
た
ち
と
な
り
給
ひ

ね
。
そ
れ
を
見
て
だ
に
帰
な
む
」

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、
も
と
の
か
た
ち
に
成
ぬ
。
御
門
、
な
を
め
で

た
く
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ
事
、
せ
き
と
め
が
た
し
。
か
く
見
せ
つ
る
宮
つ
こ
麻
呂

を
、
よ
ろ
こ
び
給
。

　
　

さ
て
、
仕
う
ま
つ
る
百
官
の
人
ゝ
、
あ
る
じ
い
か
め
し
う
仕
う
ま
つ
る
。

御
門
、
か
ぐ
や
姫
を
と
ゞ
め
て
帰
り
給
は
ん
こ
と
を
、
あ
か
ず
口
お
し
く
覚
し
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け
れ
ど
、
玉
し
ゐ
を
と
ゞ
た
る
心
地
し
て
な
む
、
帰
ら
せ
給
け
る
。
御
輿
に
た

て
ま
つ
り
て
後
に
、
か
ぐ
や
姫
に
、

　
　

帰
る
さ
の
み
ゆ
き
物
う
く
お
も
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
へ

御
返
り
ご
と
、

　
　

葎
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
何
か
は
玉
の
う
て
な
を
も
見
む

こ
れ
を
、
み
か
ど
御
覧
じ
て
、
い
と
ゞ
帰
り
給
は
ん
そ
ら
も
な
く
お
ぽ
さ
る
。

御
心
は
、
さ
ら
に
た
ち
帰
る
べ
く
も
お
ぼ
さ
れ
ざ
り
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
、
夜

を
明
か
し
給
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
帰
ら
せ
給
ぬ
。

　
　

常
に
仕
う
ま
つ
る
人
を
見
た
ま
ふ
に
、
か
ぐ
や
姫
の
傍
ら
に
よ
る
べ
く
だ

に
あ
ら
ざ
り
け
り
。

「
こ
と
人
よ
り
は
、
け
う
ら
な
り
」
と
お
ぼ
し
け
る
人
の
、
か
れ
に
お
ぼ
し
合

は
す
れ
ば
、
人
に
も
あ
ら
ず
。
か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
ゝ
り
て
、
た
ゞ
独
り

住
み
し
給
。
よ
し
な
く
御
方
〳
〵
に
も
渡
り
給
は
ず
、
か
ぐ
や
姫
の
御
も
と
に

ぞ
、
御
文
を
書
き
て
通
は
せ
給
。
御
返
り
、
さ
す
が
に
憎
か
ら
ず
聞
こ
え
か
は

し
給
て
、
お
も
し
ろ
く
、
木
草
に
つ
け
て
も
御
歌
を
よ
み
て
遣
は
す
。

 

（
せ
き
・
か
ず
お
）
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