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哀
枚
と

『
子
不
語
』

ー
ー
ー
小
説
家
と
し
て
の
意
識
を
中
心
に
！
ー

星

野

明

彦

（ー）

中
国
小
説
史
の
上
で
宋
・
明
代
は
所
謂
「
白
話
小
説
」
の
時
代
で
あ
り
、

そ
の
隆
盛
の
た
め
に
、
六
朝
志
怪
・
唐
代
伝
奇
と
発
展
し
て
き

た
「
文
言
小
説
」
は
影
を
潜
め
て
い
た
が
、
そ
の
底
流
は
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
続
く
清
代
に
入
る
と
、
先
ず
康
照
年
間
に

現
わ
れ
た
蒲
松
齢
（
一
六
四

O
l
一
七
一
五
）
の
『
柳
清
志
異
』
の
流
行
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
後
世
そ
の
模
倣
作
も
誕
生
し
、
志
怪
書
は

再
び
活
気
を
取
戻
し
始
め
た
。
こ
の
機
運
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
蒲
松
齢
に
遅
れ
る
こ
と
約
八
十
年
、
乾
隆
年
間
に
文
壇
の
領
袖
と
し
て
活

躍
し
た
紀
均
（
一
七
二
四

l
一
八

O
玉
）
と
実
枚
（
一
七
一
六
！
一
七
九
七
）
で
あ
っ
た
。
両
者
は
共
に
『
柳
爾
志
異
』
に
対
し
て
批
判
的
態
度

を
標
携
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
で
紀
均
は
反
柳
粛
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
、
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
を
著
わ
し
て
、

後
世
そ
の
体
に
倣
っ
た

多
数
の
模
倣
作
を
生
ん
だ
。
こ
う
し
て
柳
粛
流
・
反
柳
粛
流
が
両
々
相
侠
っ
て
、
志
怪
書
は
六
朝
唐
代
の
如
き
盛
行
を
迎
え
、
清
朝
末
期
の

「
文
学
革
命
運
動
L

に
於
い
て
、
文
言
小
説
が
完
全
に
終
止
符
を
打
た
れ
る
ま
で
脈
々
と
書
き
続
け
ら
れ
た
。
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か
く
の
如
き
清
朝
に
於
け
る
志
怪
書
復
活
か
ら
そ
の
終
鷲
ま
で
の
過
程
に
あ
っ
て
、
後
述
の
如
く
『
柳
粛
志
異
』
に
対
し
て
「
柳
粛
志
異

は
殊
に
佳
な
れ
ど
も
惜
し
む
ら
く
は
太
だ
敷
桁
せ
り
」
と
評
し
た
実
枚
の
晩
年
の
著
作
で
あ
る
志
怪
小
説
集
『
子
不
語
』
（
別
名
『
新
奔
譜
』
、

正
編
二
十
四
巻
、
続
編
十
巻
）
は
、

司
柳
驚
志
異
』
、

可
閲
微
草
堂
筆
記
』
と
共
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
作
品
集
で
あ
り
な
が
ら
、

二
書
に
比
し

て
、
そ
の
研
究
が
進
捗
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
は
、
彼
の
残
し
た
そ
の
他
の
著
述
及
び
説
話
の
系
譜
を
通
し
て
、
志
怪
書
と
し
て

の
『
子
不
語
』
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
『
子
不
語
』
が
衰
枚
の
生
涯
の
文
筆
活
動
に
於
い
て
、

ど
の
様
な
位
置
に
あ
り
、
如
何
な

る
意
識
を
以
て
著
述
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
少
し
く
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

（二）

実
枚
（
1
）
は
字
を
子
才
と
い
い
、
筒
禁
と
競
し
た
が
、

致
仕
の
後
、

そ
の
半
生
を
過
し
た
江
寧
（
南
京
）
の
小
倉
山
下
の
居
宅
の
名
に
因
ん
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で
、
世
に
随
園
先
生
と
し
て
知
ら
れ
た
。
哀
枚
は
康
照
五
十
五
年
（
一
七
二
ハ
）
、
銭
塘
（
新
江
省
杭
州
府
銭
塘
県
）
に
生
ま
れ
た
。
父
は
名
を

演
と
い
い
、
読
書
人
で
あ
っ
た
が
、

各
地
の
幕
客
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

自
ら
「
家
貧
し
く
し
て
書
を
買
う
を
夢
む
（
2
C
と
述
べ
て
い
る

が
如
く
、
家
は
貧
し
く
、

そ
の
幼
少
の
時
期
は
相
当
苦
労
を
し
た
ら
し
い
。
だ
が
、

そ
の
俊
才
は
少
に
し
て
現
わ
れ
、
十
二
歳
で
県
学
の
生

員
と
な
っ
た
。

乾
隆
元
年
（
一
七
三
六
）
、
当
時
贋
西
の
巡
撫
の
幕
客
を
し
て
い
た
叔
父
の
鴻
を
訪
ね
た
枚
は
、
巡
撫
の
金
鉄
に
そ
の
異
才
を
見
出
さ
れ
、

そ
の
年
の
博
学
鴻
詞
科
に
、
最
年
少
者
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
が
、
惜
し
く
も
及
第
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
翌
々
年
の
順
天
郷
試
に
は
及
第

し
、
翌
乾
隆
四
年
に
は
二
十
四
歳
の
若
さ
で
進
士
と
な
り
、
翰
林
院
庶
吉
士
に
選
ば
れ
た
。
散
館
の
後
、
江
蘇
省
深
水
県
の
知
県
に
任
じ
ら

L
－こ
o

vヲ
内

J
J

’

そ
の
後
、
同
じ
江
蘇
の
江
浦
・
流
陽
の
知
県
を
経
て
、
江
寧
（
南
京
）
の
知
府
と
な
っ
た
が
、
乾
隆
十
三
年
に
は
病
を
得
て
官
を
辞
し



た
。
同
十
七
年
、
阪
西
省
に
再
び
官
を
得
た
が
、

父
の
喪
に
遭
っ
て
か
ら
は
遂
に
官
に
仕
え
ず
、
嘉
慶
二
年
（
一
七
九
七
）
、

八
十
二
歳
で
卒

す
る
ま
で
の
約
四
十
年
間
、
江
寧
城
西
に
買
い
求
め
た
随
園
を
本
拠
と
し
て
、
豪
者
な
生
活
を
営
み
つ
つ
、
悠
々
自
適
の
生
涯
を
送
っ
た
。

こ
の
随
園
で
の
半
生
に
集
約
さ
れ
る
衰
枚
の
文
筆
活
動
の
中
心
は
、
詩
作
及
び
独
自
の
詩
論
の
提
唱
で
あ
っ
た
。
随
園
を
こ
と
有
る
ご
と

に
改
築
し
、
賓
客
ら
を
招
い
て
は
詩
酒
の
会
を
催
し
、

ま
た
同
年
の
進
士
で
あ
っ
た
〈
格
調
説
〉
の
提
唱
者
、
沈
徳
潜
と
の
論
戦
を
経
て
、

徐
々
に
確
立
さ
れ
た
詩
論
は
、
既
製
の
価
値
観
の
逆
転
を
生
ん
だ
明
末
清
初
の
時
代
風
潮
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
世
に
〈
性
霊
説
〉

と
し
て
知
ら
れ
る
そ
の
詩
論
は
、
形
式
的
な
束
縛
を
受
け
ず
、
人
間
の
性
情
の
自
由
な
流
露
を
最
も
重
視
す
る
と
い
う
平
易
な
方
向
で
あ
っ

た
た
め
、
万
人
大
衆
に
支
持
さ
れ
一
世
を
風
廃
し
た
。

こ
う
し
て
詩
壇
ひ
い
て
は
文
壇
の
重
鎮
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
亥
枚
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
晩
年
に
は
文
筆
活
動
に
少
し
く
変
化
が
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生
じ
、
町
子
不
語
』
・
『
随
園
食
車
』
等
の
小
説
・
雑
著
の
類
の
執
筆
に
着
手
し
た
（
3

）

O

こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
要
因
と
し
て
、
実
枚
と

同
じ
く
、

そ
の
晩
年
に
至
っ
て
志
怪
書
を
執
筆
し
た
紀
向
は
、
時
間
的
余
裕
と
文
学
精
神
の
衰
退
を
挙
げ
て
い
る
。

『
関
微
草
堂
筆
記
』
・
「
深
陽
消
夏
録
」
自
序

昼
夜
無
事
、
追
録
見
問
、
憶
及
印
書
、
都
無
体
例
。

（
一
日
が
長
く
、
用
事
も
無
か
っ
た
の
で
、
見
聞
を
追
憶
し
な
が
ら
記
録
し
た
が
、

ど
は
な
い
。
）

同
書
・
「
姑
妄
聴
之
」
自
序

今
老
央
、
無
復
昔
年
之
音
山
興
、
惟
時
拍
紙
塁
、
追
録
旧
聞
、
姑
以
泊
遣
歳
月
而
巳
。
故
巳
成
擦
陽
治
夏
録
等
三
書
、
復
有
此
集
。

（
今
は
も
う
年
と
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
か
つ
て
の
文
学
意
欲
も
な
く
な
り
、
時
た
ま
紙
筆
を
と
っ
て
は
昔
聞
い
た
こ
と
な
ど
を
追
憶

し
な
が
ら
記
録
し
、
せ
め
て
も
の
う
さ
晴
ら
し
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
以
前
に
書
し
た
「
深
陽
治
夏
録
」
等
の
三

思
い
出
す
ま
ま
記
し
た
の
で

統
一
し
た
体
裁
な



書
の
あ
と
に
、
ま
た
こ
の
集
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
）

同
書
・
「
深
陽
績
録
」

景
薄
桑
検
、
精
神
日
減
、
無
復
著
書
之
志
。
惟
時
作
雑
記
、
柳
以
治
関
。
深
陽
泊
夏
録
等
四
種
、
皆
弄
筆
遺
日
者
也
。

（
人
間
も
晩
年
に
近
づ
く
と
、
精
神
も
日
に
日
に
減
退
す
る
も
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
書
を
著
わ
さ
ん
と
す
る
気
力
も
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
た
だ
時
た
ま
雑
記
を
書
い
て
せ
め
て
も
の
暇
つ
ぶ
し
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
「
探
陽
治
夏
録
L

等
の
四
編
は
、
執
れ
も
つ
れ
ず
れ

の
筆
の
す
さ
び
で
あ
っ
た
。
）

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
実
枚
に
も
紀
均
の
言
う
「
文
学
精
神
の
衰
退
」
を
示
す
発
言
が
見
ら
れ
る
（
4

）

0

彼
等
の
こ
う
し
た
発

言
の
背
景
に
は
中
国
に
於
け
る
伝
統
的
な
小
説
観
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
儒
教
の
支
配
下
に
あ
っ
た
旧
中
国
の
知
識
階
級
に
と
っ
て
、
小
説

類
の
執
筆
は
、
如
何
に
そ
の
対
象
に
興
味
を
抱
き
、
精
力
を
傾
注
し
よ
う
と
も
、

そ
の
文
筆
活
動
に
於
い
て
は
「
正
道
な
ら
ざ
る
も
の
」
で
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あ
り
「
余
技
」
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
。
彼
等
の
一
連
の
発
言
が
、

こ
の
伝
統
的
な
意
識
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は

あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
紀
均
も
実
枚
も
そ
の
執
筆
を
余
技
の
作
と
し
て
位
置
付
け
、

そ
の
意
識
を
示
し
、
強
調
せ
ん
が
た
め
に
こ
う
し
た
発
言

を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
彼
等
の
「
余
技
」
に
対
す
る
認
識
に
は
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
正
統
的
学
人
と
在
野
の
文
学
者
と
の
文
学

観
の
相
違
で
あ
っ
た
。
『
四
庫
全
書
』
の
総
編
纂
官
で
あ
り
、
「
著
書
」
に
対
し
て
独
自
の
見
識
を
持
っ
て
い
た
紀
均
は
、

そ
の
余
技
の
作
に

於
い
て
も
自
ら
の
見
識
に
基
づ
い
た
厳
格
な
態
度
を
以
て
執
筆
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
衰
枚
の
執
筆
態
度
に
は
遊
戯
的
精
神
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
態
度
と
は
衰
枚
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
所
詮
「
正
統
な
ら
ざ
る
」
執
筆
で
あ
る
か
ら
に
は
、

た
と
え
そ
の
内
容
に
不
道
徳
な
部
分
が
あ

っ
た
と
し
て
も
悟
る
こ
と
な
く
自
由
に
執
筆
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

つ
ま
り
哀
枚
は
「
余
技
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
遊
戯
的
精
神
を
発
揮
，

さ
せ
得
る
も
の
と
見
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
遊
戯
的
精
神
は
『
子
不
語
』
の
随
所
に
散
見
せ
ら
れ
る
が
、

そ
の
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
『
子
不
語
』
と
い
う
書
名
そ
れ
自

体
に
も
、
彼
の
遊
戯
的
精
神
の
一
端
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
子
不
語
』
と
い
う
書
名
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
論
語
』
「
述
市
第
七
L

に
見

え
る
「
子
不
語
怪
力
風
神
」
（
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
）
に
基
づ
く
。
衰
枚
は
己
が
志
怪
書
の
命
名
に
際
し
、
こ
の
孔
子
の
言
を
逆
説
的
に

用
い
、
孔
子
が
話
題
と
し
て
取
り
挙
げ
な
か
っ
た
怪
異
・
勇
力
・
惇
乱
・
鬼
神
と
い
っ
た
内
容
に
つ
い
て
敢
て
語
っ
て
み
せ
る
と
い
う
意
志

を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
恰
も
、
孔
子
の
様
な
聖
人
は
「
怪
力
乱
神
し
な
ど
の
怪
し
げ
な
こ
と
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
様

な
俗
人
は
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
と
語
り
か
け
て
い
る
か
の
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
子
不
語
』
の
命
名
は
裳
枚
特
有
の
機
知
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
哀
枚
は
『
子
不
語
』
の
巻
首
に
「
随
園
戯
編
」
と
題
し
、
自
ら
の
書
を
戯
れ
の
作
で
あ
る
と
言
明
し
て

い
る
。
彼
は
『
子
不
語
』
の
中
で
大
い
に
戯
れ
ん
と
し
、

そ
の
態
度
を
先
ず
第
一
に
標
携
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
子
不
語
』
に
見
ら
れ
る
「
遊
戯
性
L

は
志
怪
書
と
し
て
の
本
書
の
特
徴
と
な
る
要
素
で
あ
る
が
、

あ
そ
び

衰
枚
は
遊
戯
の
精
神
と
同
時
に
一
流
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の
文
人
と
し
て
の
意
識
を
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

彼
は
そ
の
執
筆
の
過
程
に
於
い
て
時
に
は
遊
戯
の
精
神
の
趣
く
ま
ま
に
筆
を
走
ら

せ
、
ま
た
時
に
は
文
人
と
し
て
の
意
識
の
下
に
遊
戯
の
精
神
を
抑
圧
し
、

自
己
の
文
学
観
や
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
可
子
不
語
』
は
正
に
こ

う
し
た
相
反
す
る
こ
つ
の
音
ω
識
が
錯
綜
し
な
が
ら
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
彼
の
文
人
と
し
て
の
意
識
と
は
具
体
的
に
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
を
少
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（三）

哀
枚
は
『
子
不
語
』
の
自
序
（
5
）
に
於
い
て
、

如
何
に
も
文
人
ら
し
い
筆
致
で
そ
の
執
筆
動
機
を
述
べ
つ
つ
、

自
己
の
文
学
論
を
展
開
し

て
い
る
。

そ
の
目
目
頭
に
於
い
て



怪
力
風
神
子
所
不
語
也
。
然
龍
血
鬼
車
繋
詞
語
之
。
左
郎
明
親
受
業
於
聖
人
、
市
内
外
惇
語
。
此
四
者
尤
詳
、
欧
何
故
欺
（
6

）O

（
怪
力
乱
神
は
孔
子
が
語
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
龍
血
と
か
鬼
車
と
い
っ
た
怪
し
げ
な
事
柄
を
『
周
易
』
は
語
っ
て
い

る
し
、
ま
た
左
郎
明
も
聖
人
に
教
え
を
受
け
な
が
ら
『
左
停
』
、
『
国
語
』
を
著
わ
し
た
。
此
等
の
四
者
（
7
）
が
特
に
詳
細
に
語
っ
て
い

る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
）

と
述
べ
る
。
こ
の
発
言
は
儒
教
倫
理
に
背
い
た
己
が
執
筆
に
対
す
る
巧
み
な
自
己
弁
護
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
哀
枚
は
疑
問
を
抱
き
つ
つ

も
、
古
え
の
賢
人
た
ち
の
著
述
に
孔
子
が
否
定
し
た
怪
異
の
談
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
賢
人
を
自
ら
の
先
例
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
う
し
た
儒
教
を
意
識
し
た
発
言
に
続
い
て

蓋
聖
人
敬
鬼
神
市
遠
之
、
人
数
方
立
。
周
易
非
取
象
幽
砂
不
足
以
窮
天
地
之
樹
氏
。
左
氏
侠
奇
多
聞
垂
震
文
章
。
其
理
並
行
市
不
惇
（
8
）O

（
思
う
に
聖
人
は
鬼
神
を
敬
い
つ
つ
、
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
と
し
て
、
人
の
模
範
と
な
る
教
え
が
始
め
て
成
立
し
た
口
だ
が
も
し
『
周
易
』

が
「
象
L

を
幽
砂
な
も
の
に
取
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
天
地
の
複
雑
な
変
化
を
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
左
郎

明
は
不
思
議
で
広
い
見
聞
を
文
章
と
し
て
残
し
た
。
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
論
理
は
並
行
さ
れ
て
も
互
い
に
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
）
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と
述
べ
、
独
自
の
文
学
論
を
展
開
す
る
。
前
段
と
同
じ
く
孔
子
の
言
を
引
用
し
（
9
）、

次
い
で
聖
人
の
著
述
を
列
挙
す
る
と
い
う
構
成
を
取

っ
て
い
る
が
、

そ
の
心
理
は
少
し
く
具
っ
て
い
る
。
即
ち
、
前
段
が
儒
教
倫
理
の
束
縛
を
感
じ
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
発

言
は
孔
子
が
否
定
し
た
内
容
の
中
に
も
「
天
地
の
変
を
極
め
る
に
足
る
」
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
の
言
に
背

い
た
執
筆
の
意
義
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
c

こ
の
一
文
に
は
儒
教
倫
理
に
拘
泥
せ
ず
、
自
由
な
文
筆
活
動
を
提
唱
せ
ん
と
す
る
衰
枚
の
姿
勢



が
窺
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

儒
教
的
・
反
儒
教
的
な
両
面
を
覗
か
せ
た
衰
枚
は
次
い
で
そ
の
執
筆
動
機
を

余
生
平
寡
隣
国
好
。
凡
飲
酒
度
曲
樗
蒲
、
可
以
接
霊
居
之
催
者
、
一
無
能
意
。
文
史
外
無
以
自
娯
、
不
得
不
移
情
於
稗
乗
（
刊
）

O

（
自
分
は
平
素
楽
し
み
が
少
な
か
っ
た
。
酒
や
音
曲
や
博
打
と
い
っ
た
皆
で
集
ま
っ
て
楽
し
め
る
遊
び
な
ど
は
一
つ
と
し
て
や
ら
ぬ
。

従
っ
て
文
学
な
ど
の
外
に
楽
し
み
が
な
く
、
小
説
に
心
を
移
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
）

と
説
明
す
る
。
紀
均
に
も
同
様
の
発
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
執
筆
は
単
に
余
暇
だ
け
か
ら
開
始
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

土
足
枚
は
さ
ら
に
続
け
て
、

そ
の
執
筆
の
理
由
を
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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虞
記
尚
失
。
険
車
夷
堅
二
志
快
略
不
全
。
柳
粛
志
異
殊
佳
、
惜
太
敷
街
。
於
是
就
数
十
年
来
間
見
所
及
、

之
江
）

0

（
以
下
略
）

（
司
太
平
慶
記
』
は
遠
い
昔
の
も
の
で
あ
る
。
宋
の
郭
象
の
吋
瑛
車
志
』
と
宋
の
洪
逼
の
『
夷
堅
志
』
は
残
念
な
こ
と
に
欠
略
し
て
い
て

完
全
で
は
な
い
。
『
柳
粛
志
具
』
は
特
に
好
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
余
り
に
も
敷
街
し
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
数
十
年

来
見
聞
し
た
こ
と
で
心
を
遊
ば
せ
、
耳
を
驚
か
せ
る
に
足
る
も
の
の
み
を
集
め
て
残
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
） 足

以
瀧
心
骸
耳
者
、

編
市
存

こ
の
発
言
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
先
人
の
志
怪
書
に
対
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
。
実
枚
は
膨
大
な
先
人
達
の
志
怪
書
の
中
か
ら
『
太
平

贋
記
』
－

J
快
車
志
』
・
『
夷
堅
志
』
及
び
『
柳
粛
志
具
』
の
四
書
に
限
っ
て
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
妻
枚
が
特
に
こ
の
四
書
を
強
く

意
識
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
四
書
に
対
す
る
彼
の
評
価
は
正
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち

『
太
平
慶
記
』
－

J
吠



車
志
』
・
『
夷
堅
志
』
の
三
書
に
於
い
て
は
そ
の
価
値
を
認
め
、
恰
も
自
ら
の
著
述
の
範
と
す
る
が
如
き
好
意
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
に

対
し
、
『
柳
粛
志
異
ι
に
関
し
て
は
そ
の
文
学
的
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

で
は
何
故
彼
は
こ
の
よ
う
な
評

価
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
三
書
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

亥
枚
の
好
意
的
な
評
価
の
背
景
に
は
、
志
怪
書
に
於
け
る
「
正
統
性
」
を
音
ω
識
し
た
価
値
判
断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
統
性
と
は

言
う
ま
で
も
な
く
「
事
実
の
記
載
L

と
い
う
志
怪
書
の
基
本
的
体
裁
を
遵
守
し
、

且
つ
物
語
と
し
て
の
潤
色
を
施
さ
ぬ
も
の
の
意
で
あ
る

が
、
彼
は
こ
の
三
書
の
中
に
そ
の
正
統
性
を
見
出
し
、
歴
代
の
志
怪
書
を
代
表
す
る
作
品
集
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三

書
の
内
と
り
わ
け
で
『
夷
堅
志
』
は
「
正
統
的
志
怪
書
L

と
す
る
に
相
応
し
い
極
め
て
厳
格
な
体
裁
を
以
て
記
さ
れ
て
を
り
、
衰
枚
も
こ
の

書
を
特
に
強
く
意
識
し
て
い
た
ら
し
く
、
「
余
績
夷
堅
志
未
成
。
到
杭
州
得
逸
事
百
飴
条
。
賦
詩
志
喜
。
」
（
『
小
倉
山
房
詩
集
』
巻
二
十
六
所

収
）
と
い
う
題
の
詩
を
つ
く
り
、
自
ら
は
『
夷
堅
志
nu

を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
蒲
松
齢
・
紀
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向
・
銭
大
研
に
も
『
夷
堅
士
山
』
と
い
う
書
名
を
自
ら
の
詩
文
に
引
用
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
が
（
口
）
、

彼
等
は
執
れ
も
実
枚
と
同
様
の
認

識
に
基
づ
い
た
引
用
を
行
っ
て
い
る
。

『
夷
堅
志
』
は
当
時
の
文
人
達
に
「
正
統
的
志
怪
書
L

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
（
日

J
O

実
枚
は
そ
の
詩
に
於
い
て
、
可
夷
堅
志
』
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
言
明
し
、

ま
た
『
子
不
語
』
の
序
で
は
『
険
車
志
』
・
『
夷
堅
志
』
の
欠
略

を
補
い
、

よ
り
完
全
な
る
志
怪
書
を
編
し
、

か
の
『
太
平
慶
記
』
を
継
が
ん
と
す
る
態
度
を
言
外
に
匂
わ
せ
た
。

つ
ま
り
彼
は
、
す
で
に
評

価
の
一
定
し
た
先
人
の
志
怪
書
の
継
承
者
で
あ
る
が
如
く
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
が
志
怪
書
の
正
統
性
を
主
張
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
『
柳
粛
志
異
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
柳
粛
志
具
』
は
周
知
の
如
く
、

清
初
に
於
け
る
志
怪
童
回
復
興
の
契
機
と
な
っ
た
作
品
集
で
あ
り
、
後
世
多
く
の
模
倣
作
を
生
ん
だ
当
時



最
も
流
行
し
た
志
怪
書
で
あ
っ
た
が
、
哀
枚
は
こ
の
書
に
対
し
て
、

そ
の
欠
点
を
「
敷
街
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
敷
桁
と
は
一
般
的
に
は

物
事
を
お
し
ひ
ろ
め
て
説
明
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
哀
枚
は
こ
の
言
葉
を
否
定
的
に
用
い
て
（
日
、

『
柳
爾
志
異
』
が
蒲
松
齢
の
感
性

に
よ
っ
て
ひ
き
の
ば
さ
れ
、

し
か
も
潤
色
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
正
統
派
の
文
人
に
と
っ
て
、
志
怪
書
に
於
け
る
敷
桁

の
否
定
は
至
極
当
然
な
主
張
で
あ
り
、
実
枚
と
同
様
の
発
言
を
紀
均
も
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
・
「
姑
妄
聴
之
」
に
付
さ

れ
た
彼
の
門
人
盛
時
彦
の
践
に
紀
向
自
身
が
語
っ
た
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
た
一
文
で
あ
る
。

柳
驚
志
異
盛
行
一
時
、
然
才
子
之
筆
、
非
著
書
者
之
筆
也
。

（
『
柳
粛
志
異
』
は
一
時
期
大
い
に
流
行
し
た
が
、
そ
れ
は
才
人
の
作
品
に
す
ぎ
ず
、

書
物
を
著
わ
さ
ん
と
す
る
者
の
作
品
で
は
な
い
。
）

の
二
つ
の
文
体
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
作
者
自
身
が
経
験
し
た
は
ず
の
な
い
出
来
事
を
余
り
に
も
怒
意
的
に
詳
細
に
描
写
し
て
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紀
向
は
『
－
mw粛
志
異
』
を
「
著
書
」
で
は
な
い
と
論
断
し
た
。
彼
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
蒲
松
齢
が
一
書
の
中
で
六
朝
志
怪
と
唐
代
伝
奇

い
る
こ
と
の
こ
点
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に

留
仙
之
才
、
余
誠
莫
逮
其
寓
一
。
惟
此
二
事
、
則
夏
最
不
免
疑
沫
。

（
蒲
松
齢
の
才
能
に
自
分
は
万
に
一
つ
も
及
ば
な
い
が
、
た
だ
こ
の
二
点
だ
け
は
ど
う
し
て
も
納
得
が
ゆ
か
ぬ
。
）

と
述
べ
、
蒲
松
齢
の
才
能
は
認
め
な
が
ら
も
、

」
の
二
点
を
欠
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
批
判
は
志
怪
書
に
於
け
る
「
正
統
性
」
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
仮
に
「
正
統
性
」
と
い
う
尺
度



で
測
っ
た
な
ら
ば
、
事
実
を
敷
街
し
た
『
柳
粛
志
異
』
を
そ
の
範
時
に
加
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
い
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
そ
の
正
統
な

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
『
柳
粛
志
異
』
が
流
行
し
て
い
た
。
彼
等
が
そ
の
流
行
を
快
し
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま

い
。
彼
ら
は
そ
の
流
行
に
疑
問
を
感
じ
、
『
柳
清
志
異
』
の
模
倣
に
終
始
せ
ん
と
し
た
当
時
の
風
潮
に
一
石
を
投
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
同
時
に
哀
枚
は
そ
の
文
学
的
価
値
を
認
め
る
発
言
を
も
行
っ
て
い
る
。
彼
の
発
言
は
物
語
に
於
け
る
敷
街
の
否
定
で
あ
っ
た
。

そ
れ

は
正
し
く
『
柳
粛
志
異
』
が
描
き
出
し
た
妖
し
く
も
幻
想
的
な
世
界
の
文
学
的
価
値
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
彼
は
、
「
殊
に
佳
」
で
あ
る
と
評
し
、
自
ら
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
矛
盾
は
、

彼
の
一
流
の
文
学
者
と
し
て
の
感
性

に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
哀
枚
は
正
統
派
の
文
人
と
し
て
『
聯
粛
志
異
』
を
批
判
し
た
が
、
同
時
に
非
凡
な
文
学
者
と
し
て
感
覚

的
に
は
そ
の
価
値
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
う
し
た
感
覚
は
、
結
局
最
後
ま
で
動
か
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
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故
、
後
述
す
る
如
く
『
子
不
語
』
の
説
話
は
、
時
と
し
て
『
柳
粛
志
異
』
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
敷
術
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
可
子
不
語
』
の
序
に
於
け
る
哀
枚
の
主
張
を
考
え
て
み
た
が
、

そ
れ
ら
は
執
れ
も
正
統
派
の
文
人
、

若
く
は
一
流
の
文
学
者
と
し

て
の
発
言
で
あ
っ
た
。
彼
の
一
連
の
発
言
は
些
か
気
負
っ
た
態
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
哀
枚
は
そ
の
意
識
の
上
で
も
、

ま
た
己

が
立
場
の
上
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
発
言
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
一
流
の
文
学
者
を
自
認
し
、

し
か
も
す
で
に
そ
の
地
位

を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
た
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

た
と
え
己
が
書
を
「
戯
れ
の
作
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
作
を
執
筆

し
た
然
る
べ
き
理
由
付
け
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
然
る
べ
き
理
由
付
け
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
か
と

言
え
ば
、

そ
も
そ
も
如
何
に
主
張
し
よ
う
と
も
志
怪
書
の
執
筆
は
孔
子
の
言
に
背
く
も
の
で
あ
り
、

ま
し
て
や
そ
の
内
容
が
作
者
に
よ
っ
て

潤
色
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
『
柳
粛
志
異
同
己
、
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
度
は
自
分
の
書
が
そ
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、

衰
枚
は
予
め
正
統
的
な
理
由
付
け
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
想
さ
れ
う
る
批
判
に
対
処
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
由
付



け
は
或
い
は
批
判
を
逃
れ
る
た
め
の
単
な
る
口
実
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
に
一
流
の
文
人
と
し
て
の
意
識
が
潜
在
し
て
い
た
か

ら
こ
そ
『
子
不
語
』
は
完
全
に
は
「
戯
れ
の
書
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

巳
に
周
知
の
如
く

『
子
不
語
』
は
最
終
的
に
『
新

戒
月
譜
』
と
書
名
を
変
更
さ
れ
、

｝
の
序
も
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
、

極
め
て
穏
や
か
な
発
言
に
な
っ
て
い
る
。

実
枚
は
書
名
変
更
の
理
由

を
、
元
人
の
説
部
に
同
じ
書
名
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
意
識
が
強
く
作
用
し
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
如
く
、

衰
枚
に
は
遊
戯
性
と
正
統
性
と
い
う
相
反
す
る
意
識
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。

可
子
不
語
』
の
説
話
の

多
く
は
こ
う
し
た
二
つ
の
意
識
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
魯
迅
は
『
中
国
小
説
史
略
』
第
二
十
二
篇
「
清
之
擬
晋
唐
小
説

及
其
支
流
」
の
中
で
『
子
不
語
』
を
『
柳
爾
志
異
』
の
末
流
に
属
す
る
も
の
と
見
倣
し
た
上
で
、

其
文
扉
去
彫
飾
、
反
近
自
然
、
然
過
子
率
意
、
亦
多
蕪
機
。
自
題
戯
一
編
、
得
其
寅
失
。

（
そ
の
文
章
は
彫
琢
と
装
飾
を
排
除
し
、
か
え
っ
て
自
然
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
が
、

く
な
っ
て
い
る
。
自
ら
「
戯
編
」
と
題
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
）
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思
い
の
ま
ま
に
し
す
ぎ
て

ま
と
ま
り
が
な

と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
正
に
衰
枚
の
二
面
性
を
指
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

魯
迅
が
指
摘
す
る
如
く

『
子
不
語
』
は
原
則
的
に
は
筒

潔
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
作
者
の
自
由
な
感
性
に
よ
っ
て
物
語
が
大
い
に
潤
色
さ
れ
、
遊
戯
的
精
神
が
展
開
さ
れ
て
い
る
説
話
も
、

決
し
て
少
な
く
な
い
。

次
に
彼
の
意
識
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
説
話
を
幾
つ
か
の
類
型
に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。



（四）

哀
枚
の
意
識
に
よ
れ
ば
、
『
子
不
語
』
の
説
話
は
、

概
ね
二
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
さ
ら
に
そ
の
二
種
を
細
分
類
し

そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
特
色
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ト）

正
統
性
を
意
識
し
た
説
話
。

こ
の
項
目
に
属
す
る
説
話
は
、
「
事
実
の
記
載
」
と
い
う
志
怪
書
の
原
則
を
守
り
、

勉
め
て
物
語
に
於
け
る
潤
色
を
施
さ
ぬ
簡
潔
な
筆
致

を
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

① 

単
に
怪
事
を
記
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
説
話
。

（
同
巻
）
、
泊
州
怪
碑
（
巻
二
十
一
二
）
、

口
琴
（
同
巻
）
、

天
開
眼
（
巻
二
十
四
）
な
ど
。
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猿
（
巻
六
）
、

一
棺
蔵
十
八
人
（
巻
九
）
、
奇
勇
（
巻
十
六
）
、
慶
長
一
丈
（
巻
二
十
一
）
、
網
虎
（
同
巻
）
、
盤
古
脚
迩
（
巻
二
十
二
）
、
珠
重
七
商

こ
れ
ら
の
説
話
の
特
色
は
、

そ
の
記
載
が
極
め
て
簡
潔
で
あ
り
、
出
来
事
を
記
録
し
た
だ
け
の
短
文
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば

「
網
虎
」
と
い
う
説
話
は
、

江
西
都
陽
湖
漁
人
収
網
、
疑
其
太
重
、
解
市
視
之
、
斑
然
虎
也
。
惜
巳
死
失
。

（
江
西
の
郡
陽
湖
の
漁
師
が
網
を
片
付
け
て
い
た
が
、
非
常
に
重
い
の
で
不
思
議
に
思
い
、

残
念
な
こ
と
に
も
う
死
ん
で
い
た
。
）

聞
い
て
み
る
と
、

ま
だ
ら
の
虎
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。

正
し
く
史
料
と
も
言
う
べ
き
筆
致
で
あ
り
、
伝
統
的
志
怪
書
に
も
屡
々
見
ら
れ
る
類
型
で
あ
る
が
、
こ
の
類
型
に



属
す
る
説
話
は
『
子
不
語
』
の
全
体
数
か
ら
す
る
と
余
り
多
く
は
な
い
。

② 

先
人
の
志
怪
書
に
見
ら
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
或
い
は
筆
致
を
真
似
た
説
話
。

夜
叉
倫
酒
（
巻
一
二
）
、
捉
鬼
（
巻
五
）
、

祭
雷
文
（
巻
六
）
、

鼠
噛
林
西
仲
（
同
巻
）
、

曹
能
始
記
前
生
（
巻
十
三
）
、

高
偽
崖
（
巻
十
六
）
、
土
雨

（
巻
二
十
二
）
、
水
怪
吹
気
（
同
巻
）
、
震
見
索
債
（
巻
二
十
四
）
、
牛
乞
命
（
同
巻
）
、
猪
乞
命
（
同
巻
）
な
ど
c

」
の
項
目
に
属
す
る
説
話
は
、

そ
の
原
型
が
先
人
の
志
怪
書
に
見
え
、

そ
の
筆
致
も
原
型
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
子
不
語
』
に
於

い
て
は
相
当
数
を
占
め
て
い
る
類
型
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

「
牛
乞
命
」
は
、

食
用
に
さ
れ
ん
と
し
た
牛
が
、

あ
る
人
の
所
に
逃
げ

込
み
拝
礼
を
し
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
人
に
買
い
と
ら
れ
命
が
助
か
っ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
が
、

そ
の
原
型
と
思
し
き
も
の
が
、
す
で
に

『
太
平
由
民
記
』
巻
四
百
三
十
四
所
引
の
説
話
の
中
に
見
ら
れ
る
（
行
）

0

両
書
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
構
成
も
筆
致
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

口

遊
戯
的
精
神
が
見
ら
れ
る
説
話
。

- 81 -

こ
の
項
目
に
属
す
る
説
話
は
、

実
枚
の
自
由
な
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
、

『
子
不
語
』
の
特
色
と
も
丑
一
同
う
べ
き
遊
戯
の
精
神
を
窺
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

① 

卑
狼
な
表
現
が
見
ら
れ
る
説
話
。

斧
断
狐
尾
（
巻
五
）
、
無
門
園
（
巻
十
五
）
、
清
涼
老
人
（
巻
十
七
）
、
採
戦
之
報
（
同
巻
）
、
木
宅
隷
（
同
巻
）
、

女
化
男
（
同
巻
）
、

銭
仲
玉
（
巻

十
九
）
、

玉
梅
（
同
巻
）
、
熊
太
太
（
同
巻
）
、
茶
京
後
身
（
巻
二
十
二
、
蓬
羅
妻
櫨
（
同
巻
）
、
風
流
具
（
巻
二
十
三
）
、
控
鶴
監
秘
記
（
巻
二
十

四
）
な
ど
。

こ
れ
ら
の
説
話
の
中
、
「
控
鶴
監
秘
記
」
は
全
篇
が
卑
狼
な
語
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

他
の
説
話
は
一
部
卑
狼
な
表
現
を
挿
入
し
て
い
る
に



す
ぎ
な
い
が
、

そ
の
部
分
は
「
控
鶴
監
秘
記
」
同
様
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。

二
説
話
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
斧
断
狐

尾
」
と
い
う
説
話
は
、
狐
仙
と
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
男
の
様
々
な
体
験
を
中
心
に
、
狐
の
怪
事
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
大
い

に
そ
の
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
物
語
の
前
半
部
分
に
、
契
り
を
結
ん
だ
男
が
狐
仙
に
連
れ
ら
れ
、
空
中
か
ら
観
劇
を
す
る
場
面
が

詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
（
凶
）
が
、

こ
の
場
面
な
ど
は
正
し
く
作
者
の
旺
盛
な
創
作
欲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
物
語
は
次
い

で
、
狐
仙
が
取
り
付
い
た
娘
を
巡
っ
て
、
狐
仙
と
男
が
仲
違
い
を
起
し
、
最
終
的
に
は
娘
は
狐
仙
の
子
を
生
ま
さ
れ
る
と
い
う
展
開
を
見
せ

る
が
、
狐
仙
が
女
を
寝
取
ら
れ
る
原
因
と
な
っ
た
己
が
肉
体
の
欠
陥
を
語
る
場
面
の
描
写
は
、

偉
る
こ
と
な
く
淫
麻
酔
な
語
を
連
ら
ね
て
い

る
（
げ
）
。
こ
う
し
た
場
面
の
挿
入
は
物
語
を
大
変
興
味
深
い
も
の
に
し
て
い
る
が
、

ま
た
同
時
に
志
怪
書
の
枠
を
も
完
全
に
逸
脱
し
た
創
作

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
次
に
「
女
化
男
」
と
い
う
説
話
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
説
話
は
文
字
通
り
女
が
男
に

載
さ
れ
て
を
り
（
問
）
、
古
く
か
ら
人
々
に
衆
知
さ
れ
た
題
材
で
あ
る
が
、

特
に
明
中
期
以
降
の
筆
記
小
説
の
類
に
は
、

そ
の
記
録
が
屡
々
散
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変
化
し
た
と
い
う
怪
事
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
怪
事
は
、

可
唐
開
元
占
経
』
引
く
所
の
可
史
記
』
・
『
後
漢
書
』
等
に
早
く
も
記

見
せ
ら
れ
る
（
ぜ
o

そ
れ
ら
の
記
述
は
、
二
三
の
例
外
を
除
い
て
、

概
ね
『
史
記
』
・
勺
後
漢
書
』
の
如
き

簡
潔
な
描
写
で
あ
る
。

っ
女
化

男
」
も
全
体
的
に
は
、
史
書
の
如
き
坦
々
と
し
た
筆
致
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
女
が
男
に
変
化
す
る
際
の
詳
細
な
描
写
は
他
書
に
は
見
ら
れ

ょ、（却）
o

，
y
u
 

志
怪
書
に
於
け
る
卑
狼
な
描
写
は
『
柳
粛
志
異
』
を
筆
頭
に
、
明
末
清
初
の
小
説
類
に
も
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
も
『
子
不
語
』
ほ
ど
あ
か

ら
さ
ま
で
は
な
い
。
可
子
不
語
』
も
全
体
的
に
は
卑
狼
な
描
写
が
見
ら
れ
る
説
話
は
少
な
い
が
、

正
統
派
の
文
人
を
意
識
し
た
哀
枚
の
著
作

に
こ
う
し
た
描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

② 

同
時
代
の
志
怪
書
と
全
く
伺
じ
説
話
。



人
同
（
巻
六
）
、
暗
雄
（
同
巻
）
、
常
熟
程
生
（
同
巻
）
、
怪
風
（
同
巻
）
、
孝
女
（
同
巻
）
、

義
犬
附
魂
（
同
巻
）
、

麻
林
（
巻
十
五
）
、
修
箭
角
（
同

巻
）
、
淘
気
（
同
巻
）
、
白
蓮
数
（
同
巻
）
、
伊
五
（
同
巻
）
、
落
深
（
巻
二
十
三
）
、
鉄
公
難
（
同
巻
）
、
夜
星
子
（
同
巻
）
、
湯
量
（
同
巻
）
。

こ
の
十
五
則
の
説
話
と
内
容
が
全
く
一
致
す
る
説
話
が
和
邦
額
の
『
夜
語
随
録
』
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
に
つ
い
て
、
前
野
直
彬
氏

は
両
書
の
描
写
を
細
か
く
分
析
さ
れ
た
上
で
、
哀
枚
が
『
夜
語
随
録
』
を
読
ん
で
、

そ
の
文
章
を
添
削
し
、
す
で
に
刊
行
し
て
い
た
『
子
不

一詰
b

に
後
か
ら
編
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
付
け
て
居
ら
れ
る
（
幻
）

0

筆
者
も
同
様
に
判
断
し
て
い
る
の
で
詳
述
は
省
略
す
る
が
、
特

に
こ
の
判
断
の
根
拠
と
し
た
事
例
を
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。
以
下
に
示
す
『
績
子
不
語
』
巻
玉
所
収
の
九
則
の
説
話
は
、
執
れ
も
『
関

微
草
堂
筆
記
』
「
際
陽
泊
夏
録
」
に
見
え
、

そ
の
内
容
も
文
章
も
、

ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

（
括
弧
内
は
「
糠
陽
泊
夏
録
」
の
巻
数
を

示
す
）文

人
夜
有
光
（
巻
二
、
狐
仙
正
論
（
同
巻
）
、
唐
公
判
獄
（
巻
三
）
、
郭
六
（
同
巻
）
、
劉
迂
鬼
（
同
巻
）
、

痴
鬼
態
妻
（
巻
四
）
、

狐
仙
健
内
（
同
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巻
）
、
軍
校
妻
（
巻
玉
）
、
飛
天
夜
叉
（
同
巻
）
。

『
績
子
不
語
』
も
『
子
不
語
』
同
様
そ
の
成
立
の
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、

少
な
く
と
も
そ
の
成
立
が
「
襟
陽
泊
夏
録
し
よ
り

も
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
書
中
に
「
深
陽
治
夏
録
」
刊
行
以
後
の
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
玄
枚
は
「
軍
校

妻
」
と
「
飛
天
夜
叉
」
の
二
一
編
を
、
紀
向
が
烏
魯
木
斉
在
任
中
に
見
聞
し
た
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、
紀
向
が
自
分
が
見
聞
し
た
こ

と
を
後
に
な
っ
て
か
ら
、

そ
の
ま
ま
引
用
し
、
自
ら
の
書
に
編
入
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
以
上
の
理
由
か
ら
こ
れ
ら
九
則
の
説
話
は
、
紛

れ
も
な
く
哀
枚
が
無
断
で
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
他
書
か
ら
の
転
載
を
全
く
意
に
介
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

可
子
不
語
』
は
説
話
の
出
所
を
、
殆
ど
記
し
て
い
な
い
が
、

他
人
の
書
か
ら
の
無
断
転
載
は
、

一
流
の
文
人
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
行
為
で

あ
る
。

だ
が
衰
枚
は
自
ら
の
感
性
に
合
い
、
興
味
を
引
く
内
容
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
収
録
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
こ
う
し
た
文
人
に



あ
る
ま
じ
き
行
為
も
、
彼
に
遊
戯
の
精
神
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
憧
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

③ 

小
説
的
技
巧
を
凝
ら
し
た
説
話
。

商
神
相
殴
（
巻
三
）
、
陳
聖
濡
遇
狐
（
巻
四
）
、
洗
紫
河
車
（
巻
玉
）
、
地
蔵
王
接
客
（
巻
九
）
、

一
一
足
作
伺
之
報
（
同
巻
）
、
獅
子
大
王
（
巻
十
）
、

醤
妬
（
巻
十
二
、
張
光
熊
（
巻
十
三
）
、
狐
鬼
入
腹
（
巻
十
四
）
、
荘
生
（
巻
十
五
）
、
騒
雪
奇
寛
（
巻
二
十
）
、
成
神
不
必
賢
人
（
巻
二
十
二
）
、

長
楽
奇
宏
（
巻
二
十
四
）
な
ど
。

こ
れ
ら
の
説
話
は
、
『
子
不
語
【
』
の
中
で
も
比
較
的
長
文
で
、
物
語
の
構
成
も
複
雑
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
「
洗
紫
河
車
」
と
い
う

説
話
は
、
古
来
屡
々
語
ら
れ
て
き
た
冥
界
遊
行
語
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
小
説
と
し
て
の
様
々
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

物
語
の
前
半
部
分
で
、
主
人
公
で
あ
る
丁
陸
と
い
う
男
が
、
冥
界
に
迷
い
込
ん
だ
直
後
に
行
き
当
っ
た
古
廟
の
神
像
や
牛
頭
が
挨
を
被
っ
て

い
る
の
を
憐
ん
で
、
す
っ
か
り
掃
除
を
し
て
や
る
場
面
が
さ
り
げ
な
く
描
か
れ
て
い
る
が
（
ぎ
、

実
は
こ
の
部
分
が
物
語
の
後
半
に
於
い
て
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重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
話
は
、
丁
の
亡
妻
と
冥
界
で
そ
の
夫
と
な
っ
て
い
る
牛
頭
の
手
助
け
に
よ
っ
て
丁
が
無
事
に
現

世
へ
生
還
す
る
と
い
う
大
団
円
の
う
ち
に
終
わ
る
が
、
物
語
の
後
半
部
分
で
、
こ
の
牛
頭
が
実
は
丁
が
先
に
情
け
を
か
け
た
牛
頭
で
あ
り
、

丁
の
恩
に
報
い
る
た
め
手
助
け
を
す
る
と
い
う
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
前
半
の
場
面
は
巧
み
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
こ
の
説
話
は
随
所
に
興
味
深
い
描
写
を
配
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
飽
き
さ
せ
ま
い
と
す
る
作
者
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

牛
頭
の
夫
が
初
め
て
登
場
す
る
場
面
で
、
牛
頭
が
そ
の
頭
、
を
取
り
は
ず
す
と
そ
れ
は
仮
面
で
あ
り
、
中
は
普
通
の
人
間
と
変
わ
ら
な
か
っ
た

と
述
べ
る
部
分
（
幻
）
や
、
牛
頭
夫
婦
が
丁
を
持
成
す
場
面
で
、

冥
界
の
酒
は
飲
ん
で
も
い
い
が
、

肉
を
食
べ
る
と
永
久
に
現
世
に
は
帰
れ
な

く
な
る
と
亡
妻
が
語
る
部
分
（
ぎ
な
ど
は
、

未
知
の
世
界
で
あ
る
冥
界
に
つ
い
て
読
者
の
興
味
を
引
き
付
け
る
巧
み
な
描
写
で
あ
り
、
妻
枚

は
こ
れ
ら
の
描
写
に
よ
っ
て
単
調
に
な
り
が
ち
な
説
話
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
話
の
構
成
は
、
妻
枚
の
作



家
と
し
て
の
非
凡
な
才
能
に
依
る
所
が
大
き
い
。
彼
は
そ
の
才
を
大
い
に
発
揮
し
て
、
物
語
を
潤
色
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
も
は
や
志
怪

書
の
枠
を
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
の
枠
を
突
破
し
て
才
能
を
発
揮
し
得
た
の
は
、
己
が
『
子
不
語
』
を
「
戯
れ
の
書
L

と
見
倣

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
衰
枚
の
論
理
で
は
、
所
詮
戯
れ
で
執
筆
し
た
か
ら
に
は
そ
の
内
容
が
多
少
脱
線
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
論
理
に
基
づ
い
て
、
大
い
に
そ
の
筆
を
振
い
、
こ
れ
ら
の
説
話
を
構
築
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
実
枚
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
説
話
の
類
型
を
見
て
き
た
が
、
『
子
不
語
』
の
小
説
と
し
て
の
魅
力
は
正
に
遊
戯
性
の
展
開
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
彼
が
見
せ
た
卑
狼
な
描
写
や
物
語
に
於
け
る
工
夫
に
よ
っ
て
、
読
者
は
十
分
に
そ
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
こ
の
遊
戯

性
と
は
、

っ
き
つ
め
れ
ば
説
話
を
面
白
く
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

可
子
不
語
』
を
遊
戯
で
あ
る
と
割
切
っ
た
衰

枚
に
し
て
み
れ
ば
、
内
容
が
新
奇
な
も
の
で
、
そ
れ
が
面
白
可
笑
し
く
描
け
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衰
枚
は
徹

あ
そ
び

底
的
に
は
遊
戯
き
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
正
統
派
の
文
人
の
意
識
を
以
て
、
類
型
付
の
如
き
説
話
を
残
し
、
ま
た
魯
迅
が
指
摘
す
る
如
く
全
体

的
に
は
装
飾
を
さ
け
た
簡
潔
さ
を
見
せ
た
。

つ
ま
り
『
子
不
語
』
は
こ
う
し
た
こ
面
性
に
よ
っ
て
全
体
像
の
ぼ
や
け
た
正
統
的
な
志
怪
書
と
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も
完
全
な
遊
戯
の
書
と
も
判
断
の
つ
か
ぬ
極
め
て
中
途
半
端
な
作
品
集
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（五）

し
か
し
、
可
子
不
語
』
に
二
面
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
に
し
て
も
、
亥
枚
が
筆
を
執
る
き
っ
か
け
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
『
柳

粛
志
異
』
に
対
す
る
対
抗
音
山
識
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
ら
の
文
才
に
絶
対
的
な
自
信
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
哀
枚
に
と
っ
て
、

そ
れ
が
如
何
に
巧
み
に
面
白
く
描
け
て
い
た
と
し
て
も
、

所
詮
は
田
舎
書
生
の

『
柳
粛
志
異
』
の
流
行
は
鼻
持
ち
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、

筆
に
す
ぎ
ず
、
自
分
な
ら
ば
も
っ
と
粋
で
巧
み
な
文
章
が
書
け
る
の
だ
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
そ
れ
が
敷
初
で
あ
り
、



志
怪
書
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
の
上
で
、
『
柳
粛
志
異
』
を
凌
駕
せ
ん
が
た
め
遊
戯
を
展
開
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
遊
戯
も
哀
枚
に
し
て
み
れ
ば
、
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
執
筆
態
度
は
当
時
の
知
識
階
級
か
ら
当
然
の
如
く
、
批

判
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
亥
枚
は
そ
の
批
判
に
如
何
よ
う
に
も
対
処
で
き
る
文
学
者
と
し
て
の
地
位
も
名
声
も
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
『
子
不
語
』
と
い
う
書
は
、

功
な
り
名
遂
げ
た
随
園
老
人
の
勝
手
気
億
な
余
裕
の
文
学
と
規
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ

う
見
倣
す
こ
と
が
、
哀
枚
の
本
意
に
叶
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
を
小
説
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
『
子
不
語
』
よ

り
も
『
柳
粛
志
異
』
の
方
が
上
回
っ
て
い
る
。
蒲
松
齢
は
怪
異
の
世
界
に
の
め
り
こ
み
、

そ
の
幻
想
の
世
界
に
遊
び
、
妖
し
く
も
美
し
い
世

界
を
展
開
し
て
み
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
土
長
枚
は
正
統
派
の
文
人
で
あ
る
が
故
に
、

そ
こ
ま
で
怪
異
の
世
界
に
陶
酔
す
る
こ
と
が
で
き

ず、

一
定
の
距
離
を
置
い
た
醒
め
た
部
分
を
持
っ
て
い
た
。
志
怪
書
は
事
実
の
記
載
を
建
前
と
す
る
以
上
、
作
者
は
醒
め
た
眼
を
持
っ
て
い
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
醒
め
た
部
分
が
実
は
『
子
不
語
』
の
小
説
と
し
て
の
妙
味
を
半
減
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
特
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
衰
枚
に
見
ら
れ
る
遊
戯
性
の
展
開
は
、
明
末
清
初
以
来
の
時
代
思
潮
と
深
い
関
わ
り
合
い

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

［註］

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

実
枚
の
伝
記
に
つ
い
て
は
旦
清
史
稿
』
列
伝
二
百
七
十
二
、
文
苑
三
。
『
碑
惇
集
』
巻
一
百
七
孫
星
術
「
故
江
寧
賂
知
鯨
前
翰
林
院
庶
吉
士
実
君

枚
惇
」
。
『
惜
抱
軒
文
集
』
巻
十
三
っ
実
随
園
君
墓
誌
銘
L

等
参
照
。

可
随
園
詩
話
』
巻
五
に
見
ゆ
。

『
子
不
語
』
は
そ
の
完
成
の
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
前
野
直
彬
氏
「
清
代
志
怪
書
解
題
L

（
『
中
国
小
説
史
稿
』

E
l
2

一
九
七
五
）
で
は
、
そ
の
完
成
を
乾
隆
五
十
三
年
（
一
七
八
八
）
で
あ
る
と
す
る
。

船
津
山
口
旧
彦
氏
「
実
枚
の
小
説
論
建
前
と
本
音
に
つ
い
て

l
L
（
『
東
洋
学
論
叢
』
お

秋
山
書
店

4 

一
九
八
二
）
参
照
。



5 

『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
二
十
八
所
収
。
但
し
こ
の
序
文
は
、
『
新
宵
譜
』
と
書
名
が
変
更
さ
れ
た
際
に
書
き
換
え
ら
れ
た
ら
し
く
、
『
新
宵
詰
』
の

自
序
と
の
間
に
は
文
章
に
著
し
い
相
違
が
あ
る
。

『
新
宵
譜
』
自
序
に
は
「
然
龍
血
鬼
車
繋
詞
語
之
。
L

の
下
に
「
元
鳥
生
商
、
牛
羊
飼
程
、
煩
雅
語
之
。
L

な
る
一
文
が
見
え
る
。

『
新
宵
詰
』
の
自
序
に
よ
っ
て
補
え
ば
、
こ
の
四
者
と
は
『
周
易
』
、
『
詩
経
』
、
『
左
惇
』
、
『
園
語
』
の
四
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

可
新
帝
円
譜
』
自
序
は
こ
の
部
分
を
つ
蓋
聖
人
数
人
文
行
忠
信
而
巳
。
此
外
則
未
知
生
、
震
知
死
、
敬
鬼
神
市
遠
之
、
所
以
立
人
道
之
極
也
。
周
易

取
象
幽
砂
。
詩
人
自
記
祥
瑞
、
左
氏
侠
奇
多
聞
垂
属
文
章
、
所
以
窮
天
地
之
嬰
也
。
其
理
並
行
而
不
惇
。
し
と
す
る
。

「
敬
鬼
神
而
遠
之
。
L

は
『
論
語
』
「
薙
也
第
六
L

に
見
え
る
。

『
新
調
円
譜
』
自
序
に
は
っ
不
得
不
移
情
於
稗
乗
。
L

な
る
一
文
は
見
え
な
い
。

可
新
宵
詰
』
自
序
で
は
寸
康
記
尚
失
。
暁
車
夷
堅
二
志
訣
略
不
全
。
柳
稿
用
志
具
殊
佳
、
惜
太
敷
約
。
」
を
省
略
し
、
代
わ
り
に
「
乃
麿
採
併
心
骸

耳
之
事
、
妄
言
妄
語
、
記
而
存
之
。
L

と
し
て
い
る
。

三
氏
に
は
以
下
の
著
述
が
見
ら
れ
る
。

蒲
松
齢
《
感
憤
》
寸
漫
向
風
塵
試
社
遊
天
涯
浪
迩
一
孤
舟
新
聞
綿
入
夷
堅
志
斗
酒
難
治
吾
塊
芯
向
有
孫
陽
憐
痩
骨
欲
従
元
石
葬
荒
郎

北
叩
芳
草
年
年
総
碧
血
青
燐
恨
不
休
L

（
『
柳
粛
詩
集
ι
巻
一
）

紀
向
可
閲
微
草
堂
筆
記
』
「
根
西
雑
志
し
自
序
寸
自
今
以
往
、
或
覧
瀬
市
鞍
筆
敗
、
則
以
震
揮
塁
之
三
銭
可
也
。
或
老
不
能
問
、
又
有
所
続
殿
、

則
以
局
夷
堅
之
丙
志
亦
可
也
。
L

銭
大
肝
《
丁
巳
人
日
七
十
生
辰
漫
成
》
四
首
第
一
首
寸
人
日
生
朝
恰
立
春
歌
生
七
十
白
頭
人
身
如
散
木
何
妨
病
家
有
奇
書
未
算
貧

瀬
志
夷
堅
排
甲
乙
伯
絹
雲
笈
守
庚
申
桑
稔
莫
道
重
垂
暮
也
被
東
風
掛
面
勾
」
（
『
潜
研
堂
詩
捜
集
』
巻
七
）

さ
ら
に
哀
枚
の
認
識
の
背
景
に
は
、
乾
隆
年
間
に
於
け
る
『
太
平
慶
記
』
、
『
夷
堅
志
b

の
刊
行
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
乾
隆
二
十

年
に
黄
最
（
暁
峰
）
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
一
部
が
乾
隆
四
十
三
年
に
周
築
（
信
停
）
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
随
園
詩
話
』
に
も
「
敷
街
」
と
い
う
言
葉
の
否
定
的
な
用
例
が
見
え
る
。
「
作
詩
不
可
以
無
我
。
無
我
則
剃
襲
敷
街
之
弊
大
。
」
（
巻
七
）
寸
詩
難

其
虞
也
。
有
性
情
市
後
異
。
否
則
敷
桁
成
文
失
。
L

（
同
巻
）

『
太
平
鹿
記
』
巻
四
百
三
十
四
・
「
桓
沖
」
・
「
光
禄
屠
者
」
・
「
朱
氏
子
L

の
三
則
が
見
え
る
。

『
子
不
語
』
巻
玉
「
斧
断
狐
尾
L
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一
日
丁
謂
呉
日
我
欲
往
揚
州
観
燈
能
否
。
狐
日
能
。
河
問
至
揚
離
二
千
旦
。
弟
衣
我
衣
、
問
目
同
行
使
至
突
。
従
之
官
忠
空
市
起
。
商
耳
間
風
聾
。

頃
刻
至
揚
。
有
商
家
方
演
戯
。
丁
血
〈
狐
在
空
中
観
。
忽
開
場
上
鐸
鼓
聾
喧
。
閲
聖
早
刀
歩
出
。
狐
大
驚
舎
丁
市
奔
。
丁
不
良
寛
墜
子
席
上
。
商
人

以
矯
妖
、
械
送
江
都
将
。

狐
日
凡
男
子
之
陰
、
以
頭
上
肉
肥
重
矯
貴
。
年
十
五
六
、
卸
脱
穎
出
、
皮
不
裏
棲
、
嘆
之
無
穣
集
者
、
人
類
也
。
皮
包
其
頭
不
浄
、
稜
下
多
腐

溢
市
筋
勝
者
、
獣
類
也
。
弟
不
見
羊
馬
猪
狗
之
陰
、
非
皆
皮
褒
頭
尖
而
以
筋
皮
勝
者
平
。
出
其
陰
示
之
、
果
細
痩
市
毛
尖
如
錐
。

可
唐
開
一
五
占
経
』
巻
一
百
十
三
寸
女
化
局
男
L

「
史
記
日
貌
裏
玉
三
年
、
親
有
女
子
化
丈
夫
。
捜
漢
書
五
行
志
日
献
帝
建
安
七
年
、
越
寵
有
女
子

化
信
男
子
時
、
周
群
上
ニ
＝
尺
哀
帝
時
亦
有
此
。
持
有
代
日
切
之
事
、
至
二
十
五
年
帝
封
山
陽
公
。
」
但
し
通
行
す
る
可
史
記
』
に
は
こ
の
記
事
は
見

え
ず
、
ま
た
『
後
漢
書
』
五
行
志
・
玉
（
人
化
）
の
こ
り
記
事
は
寸
越
昼
間
有
男
爵
女
子
L

と
な
っ
て
い
る
。

女
が
男
に
化
す
と
い
う
説
話
は
以
下
の
書
に
見
え
る
。

明
・
談
遷
『
栗
林
雑
但
』
義
集
「
女
化
男
」
。

明
・
徐
慶
秋
可
玉
芝
堂
談
曾
』
巻
十
一
「
女
化
一
筋
男
」
。

明
・
王
折
『
稗
史
葉
編
』
巻
一
百
七
十
二
寸
女
境
男
」
。

清
・
王
士
頑
『
池
北
偶
談
』
巻
二
十
四
・
二
十
五
「
女
化
男
」
。

清
・
諸
聯
『
明
帝
小
識
』
巻
十
寸
女
化
男
、

清
・
蒲
松
齢
『
柳
驚
志
異
』
巻
八
っ
化
男
、

清
・
曹
家
駒
コ
祝
夢
も
二
寸
男
女
饗
易
L

。

清
・
宣
鼎
『
夜
雨
秋
燈
録
』
三
集
巻
二
コ
樽
女
一
掃
男
」
。

清
・
食
槌
『
右
憂
仙
館
筆
記
』
巻
一
・
巻
八
。

な
お
『
績
子
不
垣
間
』
巻
十
に
も
「
女
化
男
」
の
一
則
が
見
え
る
。

可
子
不
語
』
，
巻
十
七
っ
女
化
男
」
。

来
陽
醇
姓
女
名
雲
妹
、
許
宇
黄
姓
子
、
嫁
有
日
’
芙
。
忽
病
危
、
昏
蹟
中
、
・
一
旬
臼
讃
老
人
、
抗
其
身
至
下
龍
、
女
差
濯
支
拒
。
白
嶺
翁
迫
以
物
納

之
市
去
。
女
大
帰
、
父
母
驚
頑
之
、
巳
帯
魚
男
身
長
。
（
中
時
）
向
一
品
軒
方
伯
以
舎
審
、
来
喚
験
之
、
果
然
面
魂
聾
音
満
作
女
態
、
但
腎
嚢
微

隙
、
宛
然
陰
謀
也
。

18 19 20 
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（

A
）
 

（辺）

註（
3
）
所
収
、
三

O
二
頁
・
一
二

O
三
頁
。

弓
子
不
語
』
巻
五
「
洗
紫
河
車
」

四
川
郵
都
脱
息
隷
丁
憧
持
文
書
往
要
州
投
逓
。
過
一
門
閥
、
見
前
有
石
碑
上
書
陰
陽
界
三
字
。
丁
走
至
碑
下
。
摩
観
良
久
、
不
覚
己
出
界
外
。

欲
返
迷
路
、
不
得
己
任
足
市
行
。
至
一
古
廟
。
神
像
剥
落
、
其
芳
牛
頭
鬼
蒙
締
昧
網
而
立
。
丁
憐
廟
中
之
無
借
也
。
以
袖
梯
去
其
塵
網
。

妻
開
門
、
牛
一
頭
鬼
入
。
取
牛
頭
榔
子
凡
上
、
一
般
十
回
具
品
。
既
去
面
具
、
眉
目
言
笑
、
宛
若
平
人
。

命
丁
坐
、
三
人
共
飲
。
有
殻
僕
至
。
丁
将
翠
箸
、
牛
頭
血
〈
妻
急
奪
之
、
日
鬼
一
由
無
妨
、
鬼
肉
不
可
食
、
食
則
常
留
此
間
央
。

（幻）

（

μ）
 

- 89 -


