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紹

介
信
多
純
一
・
川
崎
剛
志
著
﹃
現
代
語
訳

完
本

小
栗
﹄

箕

浦

尚

美

﹁
説
経
﹁
小
栗
﹂
は
︑
貴
種
に
し
て
放
埒
な
勇
者
小
栗
と
照
天
の
恋
愛
と

別
離
︑
流
転
︑
再
生
︑
そ
し
て
成
神
の
物
語
で
あ
る
︒
壮
絶
な
人
の
生
と
苦

悩
と
救
済
を
哀
切
な
調
子
で
語
っ
た
説
経
の
代
表
作
で
︑﹁
さ
ん
し
ょ
う
太

夫
﹂﹁
刈
萱
﹂﹁
し
ん
と
く
丸
﹂﹁
愛
護
の
若
﹂
等
︵
異
説
あ
り
︶
と
と
も
に

五
説
経
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
︒﹂︵
信
多
純
一
・
川
崎
剛
志
著
﹃
現
代

語
訳

完
本

小
栗
﹄﹁
解
説
﹂︶

本
書
は
︑
信
多
純
一
著
﹃
現
代
語
訳

完
本

浄
瑠
璃
物
語
﹄︵
和
泉
書
院
︑

二
〇
一
二
年
︶
に
続
い
て
︑﹁
現
代
語
訳
﹂﹁
完
本
﹂
を
冠
し
た
同
型
の
小
型

本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
本
文
は
︑﹁
説
経
正
本
の
古
形
を
ほ
ぼ
完
備
す
る
﹂

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
絵
巻
﹃
を
く
り
﹄
を
底
本
と
し
︑
遺
文
を
補
っ

て
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
宮
内
庁
本
は
︑
十
五
巻
か
ら
成
る
伝
岩
佐

又
兵
衛
作
の
壮
麗
な
絵
巻
で
あ
り
︑
本
書
に
も
三
十
七
図
︵
う
ち
見
開
き
四

図
︑
口
絵
一
図
︶
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
が
小
さ
な
モ
ノ
ク
ロ
図
版

︵
口
絵
を
除
く
︶
で
あ
る
の
は
残
念
だ
が
︑
か
え
っ
て
︑
物
語
本
文
そ
の
も

の
が
︑
読
者
を
作
品
世
界
に
深
く
引
き
込
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

絵
巻
の
挿
し
絵
に
つ
い
て
は
︑
別
途
︑
太
田
彩
監
修
﹃
ミ
ラ
ク
ル
絵
巻
で
楽

し
む
﹁
小
栗
判
官
と
照
手
姫
﹂
伝
岩
佐
又
兵
衛
画
﹄︵
東
京
美
術
︑
二
〇
一

一
年
︑
一
︐
八
〇
〇
円
︶
に
よ
っ
て
鑑
賞
す
る
と
良
い
だ
ろ
う
︒

本
書
の
現
代
語
訳
は
︑
信
多
純
一
氏
に
よ
る
﹃
説
経
正
本
集
﹄
二
︵
角
川

書
店
︑
一
九
六
八
年
︶︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
古
浄
瑠
璃

説
経
集
﹄

︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
年
︶
の
緻
密
な
本
文
校
訂
・
注
釈
を
経
て
成
っ
た

精
確
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
解
説
は
︑
療
養
中
の
信
多
先
生
か
ら
依
頼
を

受
け
た
川
崎
剛
志
氏
に
よ
る
も
の
で
︑
氏
は
︑
先
生
の
高
弟
に
し
て
熊
野
信

仰
・
説
話
・
本
地
物
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
︒

そ
の
解
説
で
は
︑
説
経
の
歴
史
と
研
究
史
の
概
略
と
と
も
に
︑﹃
小
栗
﹄

の
特
性
と
し
て
﹁
因
果
応
報
の
内
実
﹂﹁
本
地
物
に
お
け
る
受
苦
﹂
の
二
点

が
説
か
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
前
者
で
は
︑﹁
土
車
と
い
う
﹁
因
果
の
車
﹂

は
そ
れ
を
引
く
営
為
に
関
わ
っ
た
人
々
の
薄
っ
ぺ
ら
な
当
座
の
虚
言
や
打
算

ま
で
も
善
行
へ
と
転
じ
︑
末
繁
盛
に
導
い
た
﹂
点
を
説
明
す
る
︒
説
経
や
本

地
物
に
お
け
る
因
果
応
報
や
勧
善
懲
悪
に
は
︑
現
代
の
感
覚
か
ら
は
共
感
し

づ
ら
い
部
分
も
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
点
に
向
き
合
っ
て
の
解
説
は
︑
現
代
語

訳
で
初
め
て
﹃
小
栗
﹄
に
接
す
る
読
者
の
み
な
ら
ず
︑
説
経
や
周
辺
文
芸
を

研
究
す
る
者
に
も
有
効
な
道
標
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
小
栗
﹄
は
︑
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
・
宝
塚
歌
劇
・
漫
画
な
ど
︑
現
代
の
文

芸
・
芸
能
の
中
に
も
生
き
て
い
る
︒
一
方
︑
本
書
解
題
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
︑
文
芸
の
枠
を
超
え
て
︿
史
実
﹀
と
し
て
も
生
き
続
け
て
い
る
︒
ゆ
か
り

の
寺
社
に
は
小
栗
・
照
天
の
事
績
や
遺
品
が
伝
え
ら
れ
︑
古
代
以
来
の
熊
野

参
詣
路
に
は
﹁
小
栗
街
道
﹂﹁
車
塚
﹂
な
ど
の
地
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒

本
書
が
︑
研
究
者
に
も
︑
一
般
に
も
︑
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
︒

︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
一
九
頁
︑
二
︐
〇
〇
〇
円
︶

︵
み
の
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ら
・
な
お
み

甲
子
園
大
学
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任
講
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