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　こ
の
た
び
﹃
更
級
日
記
﹄
の
新
し
い
翻
訳
が
出
た
︒
ソ
ー
ニ
ャ
・
ア
ン
ツ

エ
ン
氏
と
伊
藤
守
幸
氏
の
十
年
近
く
に
わ
た
る
共
同
作
業
が
実
を
結
ん
だ
も

の
だ
︒
ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
＝
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
平
安
女

性
文
学
研
究
者
で
︑
以
前
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
英
訳
し
て
い
る
︒
伊
藤
氏
は

二
十
年
に
わ
た
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
研
究
者
だ
︒
海
を
越
え
た
二
人
の
研
究

者
の
幸
福
な
共
同
作
業
が
今
回
の
こ
の
出
版
と
な
っ
た
︒

　翻
訳
は
︑
秋
山
虔
校
注
の
﹃
更
級
日
記
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
〇
年
）
に
基

づ
き
︑
十
三
世
紀
の
藤
原
定
家
の
御
物
本
の
影
印
版
と
︑
御
物
本
の
原
本
を

参
照
し
つ
つ
行
わ
れ
た
︒﹃
更
級
日
記
﹄
は
こ
れ
ま
で
に
も
翻
訳
が
出
て
い
る

が
︑
今
回
の
翻
訳
は
翻
訳
だ
け
で
な
く
︑
最
近
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
日

記
文
学
論
や
作
品
論
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
だ
︒
前
半
は

作
者
と
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
︑
そ
し
て
作
品
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒

書
名
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
﹁
翻
訳
と
紹
介
﹂
と
あ
る
が
こ
の
内
容
を
よ
く
反

映
し
て
い
る
︒

　和
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
︑
表
示
を
五
行
分
け
に
し
た
こ
と
︑
五
︑ 

七
の

音
節
数
に
訳
せ
な
く
と
も
︑
で
き
る
だ
け
五
︱
七
の
長
短
行
に
す
る
よ
う
に

し
た
こ
と
︑
ま
た
可
能
な
限
り
イ
メ
ー
ジ
の
出
て
く
る
順
番
を
尊
重
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
和
歌
は
こ
れ
ま
で
二
行
訳
の
例
が
多
か
っ
た
が（

1
）

︑

ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
訳
で
も
用
い
た
五
行
分
け
に
し
て
い
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
こ
の
行
分
け
で
五
︱
七
︱
五
︱
七
︱
七
の
形
式
を
視
覚
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て
い
る
時
点
の
作
者
と
書
か
れ
て
い
る
時
点
の
作
者
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い
て

説
か
れ
る
︒

　作
者
の
自
分
の
こ
と
を
す
べ
て
見
せ
な
い
よ
う
な
日
記
の
書
き
方
（
例
え

ば
結
婚
と
出
産
）
と
物
語
へ
の
異
常
な
ま
で
の
耽
溺
︑
東
山
滞
在
中
の
孤
独
感

か
ら
自
然
へ
の
詩
的
な
傾
倒
な
ど
︑
読
者
を
魅
惑
す
る
に
足
る
人
柄
に
つ
い

て
︑
言
葉
の
壁
を
越
え
︑
十
一
世
紀
の
女
性
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
よ

う
な
魅
力
を
伝
え
て
く
れ
る
解
説
だ
︒

　特
に
重
要
な
の
は
第
五
章
の
﹁
テ
ク
ス
ト
と
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
﹂
だ
︒

こ
こ
で
︑
物
語
や
日
記
︑
私
家
集
の
読
者
と
し
て
の
作
者
が
論
じ
ら
れ
る
︒

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
冒
頭
に
は
︑
世
に
あ
る
古
物
語
は
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ
と
︑

だ
か
ら
自
分
の
つ
ま
ら
な
い
身
の
上
で
も
そ
の
ま
ま
書
け
ば
︑
本
当
の
貴
人

と
一
緒
に
な
っ
て
ど
ん
な
暮
ら
し
な
の
か
を
人
に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ

う
︑
と
あ
る
︒
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
︑
日
記
の
真
実
性
を
主
張

し
て
い
る
︑
と
訳
者
は
読
む
の
だ
が
︑
さ
ら
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
こ
の

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
批
判
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
な
が
ら
写
実
的
な
心
理
描
写
で
人
間
関
係
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
︑
と
い
う
︒﹃
更
級
日
記
﹄
の
作
者
は
そ
の
ど
ち
ら
も
読
み
込
ん
で
い
た

よ
き
読
者
だ
っ
た
が
︑
作
者
と
し
て
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
を

意
識
し
て
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
文
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
取

り
込
も
う
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
訳

者
た
ち
の
理
解
だ
︒

　﹃更
級
日
記
﹄
は
日
記
文
学
に
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
時
に
文
学
的
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
を
意
識
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
訳
者
の
理
解
に

は
説
得
力
が
あ
る
︒
特
に
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
出
来
事
た
ち
﹂︑
例
え
ば
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
は
中
心
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
夫
と
の
確
執
や
我
が
子
へ
の
言

及
が
﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
ま
っ
た
く
な
く
︑
自
分
の
結
婚
や
出
産
に
つ
い
て

何
も
書
い
て
い
な
い
の
だ
︒
訳
者
は
そ
の
他
に
も
菅
原
道
真
へ
の
言
及
が
皆

無
な
こ
と
︑
定
家
に
よ
れ
ば
物
語
の
作
者
で
も
あ
っ
た
の
に
︑
そ
れ
に
つ
い

て
は
何
も
日
記
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
重
要
な
省
略
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
﹃
更
級
日
記
﹄
が
た
だ
忠
実
な
作
者
の
人
生
の
記
録
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
歌
の
贈
答
が
あ
り
︑
一
部
は
歌
の

詩
的
な
感
興
が
主
目
的
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
︒
東
山
の
段
が
そ
れ
で
あ

り
︑
ま
た
御
所
の
夜
︑
作
者
と
同
僚
の
官
女
が
源
資
通
と
出
会
い
︑
ど
の
季

節
が
一
番
好
ま
し
い
か
に
つ
い
て
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
挿
話
も
そ
う
だ
︒

特
に
後
者
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
季
節
談
義
を
思
わ
せ
る
叙
情
的
な
美
し
い
段

だ
︒　そ

し
て
日
記
は
前
述
の
と
お
り
旅
日
記
の
よ
う
に
︑
作
者
の
東
国
か
ら
都

へ
の
旅
で
始
ま
る
︒
十
三
歳
か
ら
︑
夫
に
先
立
た
れ
た
哀
し
み
に
沈
ん
で
い

た
五
十
三
歳
ま
で
の
こ
と
を
︑
思
い
出
し
な
が
ら
書
く
と
い
う
形
式
だ
︒
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
︑
書
い
て
い
る
時
点
で
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
︑
例
え
ば
︑

も
っ
と
信
仰
深
く
暮
ら
す
べ
き
だ
っ
た
な
ど
と
あ
る
が
︑
全
体
は
作
者
が
選

択
し
た
記
憶
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
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的
に
表
現
す
る
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
和
歌
は
連
想
︑
暗
示
や
音
の
魅
力

が
翻
訳
で
は
表
現
し
が
た
い
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
の
行
分
け
は
︑
読
者
に

と
っ
て
各
句
の
あ
と
の
休
止
符
の
役
割
を
果
た
し
︑
ゆ
っ
く
り
読
む
助
け
に

な
る
だ
ろ
う
︒
各
句
の
言
葉
︑
イ
メ
ー
ジ
自
体
に
読
者
の
注
意
を
ひ
き
︑
詩

的
価
値
を
伝
え
る
た
め
に
は
有
効
な
手
段
で
は
な
い
か
︒
和
歌
英
訳
の
際
︑

今
後
五
行
訳
が
定
着
す
る
か
ど
う
か
も
興
味
深
い
問
題
だ
︒

　ま
ず
︑
第
一
章
は
﹁
テ
ク
ス
ト
と
作
者
﹂
で
始
ま
る
が
︑
こ
こ
で
平
安
女

性
日
記
文
学
が
︑
男
性
の
書
き
手
に
よ
る
漢
文
の
日
記
と
私
家
集
の
二
つ
の

源
泉
か
ら
派
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
概
説
が
あ
る
︒
こ
れ
は
広
い
読
者
層

に
︑﹃
更
級
日
記
﹄
の
日
本
文
学
内
で
の
位
置
を
語
り
︑
読
者
の
理
解
を
助
け

る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
︒
続
く
作
者
菅
原
孝
標
女
と
そ
の
家
系
の
章
で
は
︑

中
流
貴
族
な
が
ら
菅
原
道
真
の
遠
縁
に
あ
た
る
こ
と
︑
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
作
者
紫
式
部
は
継
母
の
遠
縁
に
あ
た
る
こ
と
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
作
者
藤
原

道
綱
母
は
作
者
の
母
の
姉
妹
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
作
者
が
当
時
の

物
語
や
日
記
を
自
分
に
近
い
も
の
と
受
け
と
め
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ

と
が
端
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
作
者
の
東
国
で
の
子
ど
も
時
代
と
そ
の
一

生
に
関
す
る
簡
略
な
説
明
が
︑
作
者
の
日
記
の
モ
チ
ー
フ
の
選
択
や
内
容
を

理
解
さ
せ
て
く
れ
る
︒
す
べ
て
こ
れ
ら
の
導
入
部
分
は
あ
と
に
続
く
作
品
論

の
前
提
と
し
て
必
要
な
部
分
だ
︒

　第
二
章
﹁
テ
ー
マ
と
構
成
﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
︑
作
品
中
に
共
存
す
る
散
文
的
章
段
と
叙
情
的
・
家
集
的
章
段
の
指
摘

が
あ
り
︑
特
に
東
山
の
段
は
︑
家
集
的
・
叙
情
的
な
段
と
し
て
解
説
さ
れ
て

い
る
︒
作
者
は
十
八
歳
の
四
月
か
ら
秋
ま
で
を
東
山
に
ひ
き
こ
も
っ
て
暮
ら

す
の
だ
が
︑
そ
こ
に
訪
ね
て
く
る
人
の
あ
っ
た
こ
と
︑
叙
情
的
な
歌
の
や
り

と
り
な
ど
か
ら
︑
読
者
と
し
て
は
隠
れ
た
恋
の
物
語
を
想
像
し
た
く
な
る
︑

魅
力
的
な
解
説
だ（

2
）

︒

　第
三
章
﹁
夢
と
宗
教
的
自
覚
﹂
で
は
︑
全
編
に
あ
る
宗
教
的
な
記
述
が
特

に
作
者
の
見
る
夢
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
十
三
の
夢
に
つ
い
て
の

解
説
が
あ
る
︒
物
語
が
仏
教
側
か
ら
は
娯
楽
と
し
て
蔑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑

そ
の
物
語
へ
の
耽
溺
と
宗
教
心
と
の
葛
藤
が
夢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た

初
夢
に
出
て
く
る
天
照
大
神
は
作
者
の
無
意
識
に
深
く
隠
れ
て
い
る
信
仰
を

な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
と
い
う
意
識
と
と
も
に
作
者
の
朝
廷
へ
の
あ
こ
が
れ
︑

勤
め
に
出
る
こ
と
に
よ
り
世
の
人
々
の
中
に
出
た
い
と
い
う
現
世
的
願
望
を

表
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
訳
者
の
分
析
に
は
説
得
力
が
あ
る（

3
）

︒
当
時
の
仏

教
信
仰
は
現
世
で
の
幸
福
を
願
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
が
︑
当

時
の
女
性
の
菩
薩
信
仰
に
つ
い
て
の
解
説
も
あ
る
︒
女
性
た
ち
は
巡
礼
で
清

水
寺
︑
初
瀬
︑
石
山
寺
へ
行
く
の
が
慣
例
だ
っ
た
が
︑
こ
れ
も
す
べ
て
作
者

が
巡
礼
に
訪
れ
た
と
日
記
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
︒

　第
四
章
﹁
子
ど
も
の
視
点
と
語
り
の
諸
層
﹂
で
は
︑
東
国
育
ち
だ
っ
た
作

者
の
十
三
歳
の
視
点
か
ら
日
記
が
始
ま
る
こ
と
︑
こ
の
東
国
と
都
へ
の
あ
こ

が
れ
の
二
重
性
が
作
者
の
価
値
観
を
当
時
の
都
か
ら
の
視
点
と
は
違
っ
た
も

の
に
し
て
い
る
こ
と
︑
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
え
て
く
る
作
者
の
孤
独
感
︑
書
い
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て
い
る
時
点
の
作
者
と
書
か
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て
い
る
時
点
の
作
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い
て
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﹁
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ス
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と
イ
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タ
ー
テ
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ス
ト
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こ
こ
で
︑
物
語
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記
︑
私
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読
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と
し
て
の
作
者
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論
じ
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れ
る
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日
記
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に
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︑
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る
古
物
語
は
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で
あ
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こ
と
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ら
自
分
の
つ
ま
ら
な
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の
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で
も
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の
ま
ま
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け
ば
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本
当
の
貴
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と
一
緒
に
な
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て
ど
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な
暮
ら
し
な
の
か
を
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に
も
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て
も
ら
え
る
だ
ろ
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︑
と
あ
る
︒
こ
れ
は
フ
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ク
シ
ョ
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に
対
し
て
︑
日
記
の
真
実
性
を
主
張

し
て
い
る
︑
と
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は
読
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の
だ
が
︑
さ
ら
に
﹃
源
氏
物
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は
︑
こ
の
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の
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に
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も
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で
あ
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で
あ
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な
が
ら
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実
的
な
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描
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で
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間
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も
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︑
と
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更
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の
ど
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も
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読
者
だ
っ
た
が
︑
作
者
と
し
て
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
を

意
識
し
て
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
文
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
取

り
込
も
う
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
訳

者
た
ち
の
理
解
だ
︒

　﹃更
級
日
記
﹄
は
日
記
文
学
に
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
時
に
文
学
的
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
を
意
識
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
訳
者
の
理
解
に

は
説
得
力
が
あ
る
︒
特
に
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
出
来
事
た
ち
﹂︑
例
え
ば
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
は
中
心
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
夫
と
の
確
執
や
我
が
子
へ
の
言

及
が
﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
ま
っ
た
く
な
く
︑
自
分
の
結
婚
や
出
産
に
つ
い
て

何
も
書
い
て
い
な
い
の
だ
︒
訳
者
は
そ
の
他
に
も
菅
原
道
真
へ
の
言
及
が
皆

無
な
こ
と
︑
定
家
に
よ
れ
ば
物
語
の
作
者
で
も
あ
っ
た
の
に
︑
そ
れ
に
つ
い

て
は
何
も
日
記
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
重
要
な
省
略
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
﹃
更
級
日
記
﹄
が
た
だ
忠
実
な
作
者
の
人
生
の
記
録
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
歌
の
贈
答
が
あ
り
︑
一
部
は
歌
の

詩
的
な
感
興
が
主
目
的
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
︒
東
山
の
段
が
そ
れ
で
あ

り
︑
ま
た
御
所
の
夜
︑
作
者
と
同
僚
の
官
女
が
源
資
通
と
出
会
い
︑
ど
の
季

節
が
一
番
好
ま
し
い
か
に
つ
い
て
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
挿
話
も
そ
う
だ
︒

特
に
後
者
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
季
節
談
義
を
思
わ
せ
る
叙
情
的
な
美
し
い
段

だ
︒　そ

し
て
日
記
は
前
述
の
と
お
り
旅
日
記
の
よ
う
に
︑
作
者
の
東
国
か
ら
都

へ
の
旅
で
始
ま
る
︒
十
三
歳
か
ら
︑
夫
に
先
立
た
れ
た
哀
し
み
に
沈
ん
で
い

た
五
十
三
歳
ま
で
の
こ
と
を
︑
思
い
出
し
な
が
ら
書
く
と
い
う
形
式
だ
︒
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
︑
書
い
て
い
る
時
点
で
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
︑
例
え
ば
︑

も
っ
と
信
仰
深
く
暮
ら
す
べ
き
だ
っ
た
な
ど
と
あ
る
が
︑
全
体
は
作
者
が
選

択
し
た
記
憶
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
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パ
ッ
ク
・
ブ
レ
ッ
カ
ー
著

『
変
人
の
美
学
―
―
近
世
日
本
の
「
畸
」
と
「
狂
」』

W
. Puck B

recher. T
he A

esthetics of Strangeness : Eccentricity and M
adness in Early M

odern 
Japan. U

niversity of H
aw

ai ‘i Press, 2013ニ
ー
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル（
朝
倉
和
子
訳
）

　﹁出
る
杭
は
︙
︙
﹂（
打
た
れ
ず
）
も
て
は
や
さ
れ
る
？

　近
世
日
本
に
は
個
性
的
な
人
物
が
少
な
い
と
い
ま
だ
に
考
え
が
ち
な
学
界

風
土
に
あ
っ
て
︑
冒
頭
の
よ
う
な
文
言
に
眉
を
ひ
そ
め
る
人
は
少
な
く
な
い

だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
見
解
は
江
戸
期
に
登
場
し
た
﹁
畸
﹂（
奇
）
礼
賛
の

背
後
に
あ
る
時
代
の
空
気
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
縞
柄
に

と
り
つ
か
れ
た
﹁
縞
の
勘
十
郎
﹂（
二
六
頁
）︑
自
分
の
生
前
葬
を
や
っ
て
の

け
た
山
崎
北
華
（
六
〇
頁
）︑
門
前
に
尿
桶
を
置
い
て
裕
福
な
客
人
を
﹁
も
て

な
し
た
﹂
池
大
雅
（
七
二
頁
）
な
ど
︑
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
︑
型
破
り
の
奇
行

や
そ
れ
を
行
う
張
本
人
た
ち
は
︑
社
会
に
対
す
る
破
壊
行
為
︑
破
壊
者
と
は

見
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
は
当
時
の
人
々
の
賛
美
の
的
と

な
り
︑
そ
の
伝
記
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
︒
本
書
は
こ
う
い
う
痛
快
な

前
提
を
出
発
点
に
︑（
主
と
し
て
文
人
の
）
逸
脱
行
為
が
い
か
に
社
会
か
ら
寛

容
に
迎
え
ら
れ
︑
そ
れ
ば
か
り
か
︑
い
か
に
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
（
社
会
関
係
資
本
）
す
ら
獲
得
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い

く
︒　こ

れ
ま
で
の
学
説
は
彼
ら
近
世
の
畸
人
た
ち
を
︑
結
局
は
政
治
変
化
を
も

た
ら
す
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
破
壊
分
子
︑
も
し
く
は
﹁
近
代
的
﹂
エ
ー
ト

ス
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
英
雄
と
見
な
し
て
き
た
が
︑
本
書
の
著
者
パ
ッ
ク
・

ブ
レ
ッ
カ
ー
は
い
ず
れ
の
解
釈
も
否
定
し
た
う
え
で
︑﹁
美
学
と
し
て
の
畸
が

ど
の
よ
う
に
登
場
し
︑
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
発
展
し
︑
江

戸
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
続
け
た
か
に
つ
い
て
︑
分
野
を
ま
た
い
で
再

考
し
﹂（
二
一
頁
）
よ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
本
書
は
ま
さ
に
分
野
を
ま
た
ぐ
労

書

評
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　物
語
に
陶
酔
す
る
作
者
と
仏
の
夢
を
見
て
︑
も
っ
と
信
心
深
く
な
ら
な
く

て
は
と
己
を
諌
め
る
作
者
の
二
つ
の
姿
が
読
者
の
前
に
あ
る
︒
訳
者
は
宗
教

的
反
省
と
詩
的
文
学
性
の
矛
盾
す
る
拮
抗
に
﹃
更
級
日
記
﹄
の
深
い
意
味
を

見
る
の
だ
が
︑﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
作
者
は
何
を
お
い
て
も
日
記
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
自
分
の
文
学
的
足
跡
を
残
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
れ
は
一
読
者
と
し
て
の
筆
者
の
読
後
感
想
に
過
ぎ
な
い
が
︑
い
ろ
い
ろ
な

方
向
に
読
ま
れ
る
可
能
性
と
矛
盾
を
内
蔵
し
て
い
る
﹃
更
級
日
記
﹄
を
︑
訳

者
た
ち
は
ク
リ
ス
タ
ル
の
プ
リ
ズ
ム
に
喩
え
︑
ま
た
音
楽
の
対
位
法
に
比
し

て
い
る
︒

　今
回
の
英
訳
出
版
で
文
学
的
感
性
︑
教
養
豊
か
な
十
一
世
紀
に
生
き
た
一

女
性
の
声
が
時
を
越
え
︑
言
葉
の
壁
を
越
え
て
現
代
の
読
者
に
語
り
か
け
て

く
れ
る
可
能
性
が
ま
た
新
た
に
で
き
た
︒
長
年
の
共
同
作
業
の
結
実
と
言
え

る
の
だ
が
︑
ま
た
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
作
品
論
は
日
本
文
学
研
究

者
だ
け
で
な
く
︑
広
く
英
語
圏
の
読
者
に
こ
の
十
一
世
紀
の
女
性
日
記
文
学

を
紹
介
す
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒
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