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曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
～
一
八
四
八
）
の
代
表
作
で
あ
る
長
編
読よ
み

本ほ
ん

﹃
南
総

里
見
八
犬
伝
﹄（
一
八
一
四
～
一
八
四
二
刊
︑
以
下
﹃
八
犬
伝
﹄
と
呼
ぶ
）
は
︑

学
校
の
国
語
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
ほ
ど
日
本
文
学
の
代
表
的
作
品
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
徒
然
草
﹄
の
よ
う
に
一
般
に
は
親
し

ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
膨
大
な
量
が
こ
の
原
因
の
一
つ
だ
ろ
う

が
︑
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
要
な
原
因
に
は
︑
坪
内
逍
遙
（
一
八
五
九
～

一
九
三
五
）
が
発
表
し
た
﹃
小
説
神
髄
﹄（
一
八
八
五
～
一
八
八
六
刊
）
の
厳
し

い
﹃
八
犬
伝
﹄
批
判
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
︒
本
書
の
著
者
で
あ

る
グ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
逍
遙
は
﹃
八
犬
伝
﹄
の
欠

点
を
勧ダ
イ
ダ
ク
テ
ィ
シ
ズ
ム

善
懲
悪
が
作
品
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
い
る

（pp. 36–39

）︒
逍
遙
に
と
っ
て
︑
小
説
た
る
文
学
作
品
の
本
来
の
意
義
と
は
︑

当
時
の
西
洋
小
説
に
表
れ
て
い
る
﹁
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
に
あ
る
︑
と
述
べ
︑﹁
勧

懲
﹂
を
基
盤
に
し
て
い
る
﹃
八
犬
伝
﹄
は
︑
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
無
視
し
︑

本
来
の
﹁
小
説
﹂
に
及
ば
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
（
同
上
）︒

　
ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
の
こ
の
著
書
は
︑﹃
八
犬
伝
﹄
の
作
品
論
で
あ
り
な
が
ら
︑

馬
琴
へ
の
﹁
戯
作
者
﹂（
近
世
後
期
の
小
説
家
）
と
し
て
の
作
家
論
で
も
あ
る
︒

G
ood D

ogs

を
分
析
す
る
前
に
︑﹃
小
説
神
髄
﹄
の
﹃
八
犬
伝
﹄
批
判
か
ら
論

考
を
始
め
る
と
思
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
予
想
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
︒
単
純

に
﹁
逍
遙
﹂
や
﹃
小
説
神
髄
﹄
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
根
底
に

あ
る
﹁
ま
と
も
に
対
応
す
る
・
真
剣
に
取
り
扱
う
﹂（﹁H

ow
 seriously should 

w
e take…

?

﹂p. 1

）
こ
と
か
ら
出
発
す
る
︒
中
国
伝
来
の
朱
子
学
で
は
︑
韻
文

で
あ
る
漢
詩
や
和
歌
が
詩
論
・
歌
論
の
対
象
と
し
て
論
じ
る
に
値
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
︑
物
語
や
小
説
の
散
文
創
作
（
所
謂
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂）
を
理

論
の
対
象
と
す
る
学
者
は
近
世
後
期
ま
で
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑

書 
評グ

リ
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ー

﹃ 

グ
ッ
ド
ド
ッ
グ 

︱
︱
啓
蒙
、
娯
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そ
し
て
曲
亭
馬
琴
の
﹁
南
総
里
見
八
犬
伝
﹂﹄
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ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
馬
琴
は
自
分
の
（
そ
し
て
他
人
の
）
読
本

な
ど
を
珍
し
く
﹁
ま
と
も
に
﹂
取
り
上
げ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑﹃
小
説
神
髄
﹄

を
よ
く
読
む
と
︑﹃
八
犬
伝
﹄
を
批
判
し
な
が
ら
も
︑
逍
遙
が
そ
れ
を

﹁
小ノ
ヴ
ェ
ル説

﹂
と
し
て
真
面
目
に
対
応
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
明
治
か
ら
大
正
・
昭

和
に
か
け
て
﹃
八
犬
伝
﹄
が
文
学
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
い
く
が
︑
一
八
九
〇

年
代
に
北
村
透
谷
（
一
八
六
八
～
一
八
九
四
）
も
﹃
八
犬
伝
﹄
を
﹁
ま
と
も
﹂

に
読
も
う
と
し
て
い
る
（pp. 4–15

）︒
ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
は
透
谷
の
記
事
を
注

目
し
︑
分
析
し
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
新
鮮
な
着
目
がG

ood D
ogs

に
富
ん

で
︑
読
み
応
え
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
︒

　G
ood D

ogs

は
︑
七
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
章
は
﹁
総
論
﹂

で
明
治
期
の
﹃
八
犬
伝
﹄
観
か
ら
近
世
小
説
と
近
代
文
学
の
解
釈
の
違
い
を

論
じ
て
い
る
︒
第
二
章
は
︑﹁
戯
作
﹂
の
概
念
か
ら
近
世
小
説
を
論
じ
て
い
る
︒

第
三
章
は
︑﹃
水
滸
伝
﹄
な
ど
の
中
国
小
説
が
近
世
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
︑

翻
案
さ
れ
日
本
化
さ
れ
て
い
る
動
機
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
第
四
章
は
︑

﹁
勧
善
懲
悪
﹂
と
社
会
批
判
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒
第
五
章
は
︑﹃
八

犬
伝
﹄
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
着
目
し
︑
論
じ
て
い
る
︒
第
六
章
は
︑﹃
八

犬
伝
﹄
に
登
場
す
る
武
士
階
級
に
お
け
る
道
徳
観
及
び
社
会
全
体
の
階
級
構

成
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
の
第
七
章
で
は
︑
八
犬
士
（﹃
八

犬
伝
﹄
中
の
八
人
の
主
人
公
）
に
関
す
る
善
と
悪
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
︒
附
録
と
し
て
二
三
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
﹃
八
犬
伝
﹄
の
梗
概
を
載
せ
て
く
れ

て
い
る
︒

　
近
世
小
説
︑
特
に
﹃
八
犬
伝
﹄
を
﹁
ま
と
も
に
﹂
取
り
上
げ
て
も
い
い
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
提
起
が
第
一
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
本
書

全
体
の
背
後
に
あ
る
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
︒
第
二
章
も
近
世
小
説
の
﹁
戯

作
﹂
性
を
論
じ
︑﹃
八
犬
伝
﹄
の
出
現
を
追
求
し
て
い
る
︒
第
三
章
か
ら
第
六

章
は
︑
本
書
の
中
心
で
︑﹃
八
犬
伝
﹄
を
鋭
く
分
析
し
て
い
る
︒
第
七
章
は
長

い
が
︑
善
悪
と
い
う
観
点
か
ら
﹃
八
犬
伝
﹄
の
意
義
及
び
こ
れ
か
ら
の
研
究

に
様
々
な
問
題
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
︒

　
本
書
の
最
大
の
貢
献
は
︑﹃
八
犬
伝
﹄
を
代
表
と
し
て
近
世
小
説
に
お
け
る

﹁
啓
蒙
﹂（edification

）
と
﹁
娯
楽
﹂（entertainm

ent

）
へ
の
追
求
に
あ
る
と
思

う
（
両
方
の
用
語
が
こ
の
本
の
副
題
に
入
っ
て
い
る
こ
と
も
当
然
だ
ろ
う
）︒
営
利

目
的
と
し
て
い
た
近
世
期
の
出
版
書し
ょ

肆し

は
︑
そ
の
中
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
︑

﹁
戯
作
者
﹂
と
自
称
し
て
い
た
作
者
た
ち
に
原
稿
を
頼
み
︑
娯
楽
性
の
高
い
作

品
を
次
か
ら
次
へ
出
版
し
て
い
た
︒
そ
の
娯
楽
性
に
よ
っ
て
︑
近
代
に
入
る

と
多
く
の
小
説
家
や
評
論
家
が
近
世
の
文
学
を
欧
米
の
小
説
に
劣
る
と
決
め

つ
け
︑
欧
米
小
説
を
基
準
に
し
て
﹁
真
面
目
﹂
な
作
品
だ
と
見
な
し
た
小
説

を
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
し
た
︒
明
治
中
期
に
入
る
と
︑
小
説
か
ら
挿
絵
が

消
え
︑
主
人
公
の
心
理
的
葛
藤
な
ど
が
多
く
の
小
説
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
く

る
︒
し
か
し
︑
ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑﹃
八
犬
伝
﹄
を
含
む
多
く

の
近
世
小
説
の
中
か
ら
（
読
み
方
次
第
で
）
読
者
の
生
き
様
︑
ま
た
は
当
時
の

社
会
で
通
じ
て
い
た
価
値
観
を
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︑
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
勧
善
懲
悪
を
含
む
啓
蒙
性
だ
け
だ
と
︑
作
品
は
面
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白
く
読
ま
れ
な
い
︒
娯
楽
性
の
み
に
な
る
と
︑
噺
は
な
し

本ぼ
ん

の
よ
う
な
ジ
ョ
ー
ク

ブ
ッ
ク
で
終
わ
り
︑
読
者
が
読
ん
で
捨
て
る
の
み
の
本
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

ウ
ォ
ー
リ
ー
氏
が
こ
こ
で
詳
し
く
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
問
題
に
馬

琴
が
早
く
か
ら
取
り
組
み
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
﹃
八
犬
伝
﹄
を
磨
き
上
げ
︑

啓
蒙
性
も
娯
楽
性
も
見
事
に
交
え
て
日
本
文
学
史
を
通
し
て
誇
る
べ
き
傑
作

を
生
み
出
す
の
で
あ
る
︒
こ
の
本
を
読
ん
で
︑
多
く
の
問
題
点
を
考
え
さ
せ

ら
れ
た
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
﹃
八
犬
伝
﹄
を
丁
寧
に
再
読
し
︑
馬
琴
の
他
の

読
本
を
も
読
み
た
く
な
っ
て
き
た
︒G

ood D
ogs

が
い
つ
か
日
本
語
に
訳
さ
れ

出
版
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
ば
か
り
で
あ
る
︒




