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こ
の
よ
う
な
「
説
話
人
」
に
よ
る
「
小
説
語
り
」

敦

を
仰
ぎ
た
い
。

し
こ
の
「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
ね
て
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。

中
国
の
小
説
史
を
考
え
る
場
合
「
話
本
」
は
極
め
て
重
要
で
、
今
日
で
は
語
体
小
説
の
源
流
と
し
て
常
識
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
し
か

い
ま
こ
の
疑
問
を
卒
直
に
の
べ
て
、
大
方
の
研
究
者
の
指

；
う
の
が
あ
り
、
そ
の
「
語
り
も
の
」
の
底
本
と
し
て
「
話
本
」
と
い
う
も
の

宋
の
瓦
舎
で
の
職
業
的
な
伎
芸
人
の
一
種
に
「
説
話
人
」
と
し

」
の
底
本
で
あ
る
「
話
本
」
が
加
筆
編
集
さ
れ
て
「
読
み
も
の
」
（
魯
迅
の
い
わ
ゆ
る

「擬
話
本
」
）
と
な

、

．
が
あ
っ
た
。
や
が
て
こ
の
「
語
り
も
の

；
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で

「
話

り
、
こ
れ
が
今
日
の
こ
る
元
、
明
、
あ
る
い
は
清
の
各
種
語
体
小
説
に
ま
で
発
展
し
た
ー
ー
と
し

本
」
と
い
う
も
の
は
語
体
小
説
の
原
初
的
な
形
態
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

「
話

本

」

（
「
演
史
」

、

ー

通
説
（
あ
る
い
は
定
説
）

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

つ
ま
り
「
歴
史
も
の
語
り
」
も
含
め
て
で
あ
る
が

）
の
底
本
と
い
う
べ

き
も
の

が

は
「
清
平
山
堂」

刊
行
の
小
説
（
ま
た
は
「
京
本
通
俗
小

当
時
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
の
こ
る
「
酔
翁
談
録
」
と
か
「
緑
窓
新
話
」
、
あ
る
い

説
」
）
な
ど
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
底
本
が
果
し
て
「
話
本
」
と
い
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
冷
‘
こ
の

こ

「
宋
に
話
本
が
あ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
す
べ
て
の
中
国
小
説
史
、

あ
る
い
は
文
学
史
に
書
か
れ
て

と
を
筆
者
は
疑
問
に
思
う
。

し
た
こ
と
が
ら
そ
う
よ
ん
で
い
る
だ
け
で
、
そ
の
種
の

い
て
、
通
説
あ
る
い
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
現
代
の
人
が
フ
ト

増

へ
の
疑
問
ー
ー
ー

田

渉 （
四
五
六）



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

小
説
史
研
究
者
た
ち
が
、
こ
の
魯
迅
が
小
説
史
に
持
ち
こ
ん
だ
「
話
本
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
、

「
話
本
」

、
「
話
本
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、

き
、
恰
度
う
ま
く
符
合
す
る
言
葉
と
し
て
、
疑
間
も
な
く
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。

ま
ず
魯
迅
が
「
説
話

（
人
）
」
の
底
本
に
「
話
本
」
な
る
も
の
が
あ
っ

た
と
し
た
そ
の
根
拠
は
、

て
み
よ
う
。

「
小
説
史
略
」
が
全
体
的
に
み
て
画
期
的
な
名
著
で
あ
っ
た
が
た
め
か
、

魯
迅
以
後
の

と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
「
話
本
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
小
説
史
略
」
第
十
二
篇
「
宋
之
話
本
」
の
中
で
こ
う
い
っ
て
い
る
、

説
話
之
事
、
雖
在
説
話
人
各
運
匠
心
、
随
時
生
発
、
而
俯
有
底
本
以
作
憑
依
、
是
為
「
話
本
」

（
傍
点
は
筆
者）

、
そ
の
場
、
そ
の
場
し
ゃ
べ
っ
て
行
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
や
は
り
底
本
が
あ
っ

説
話
は
説
話
人
が
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
め
ぐ
ら
し

、
う
こ
と
を
持
ち
出
し
て
い
宍
こ
こ
に
は
何
の
根
拠
も

て
依
り
ど
こ
ろ
と
し
た
、
そ
れ
が
ー「

話
本
」

で
あ
る
ー
ー
と

い
き
な
り
「
話
本
」
と
し

示
さ
れ
て
い
な
〗
。
た
だ
次
に根拠
ら
し
い
も
の
と
し
て
宋

人
の
筆
記

「
夢
梁
録
」
の
記
載
を
引
い
て
い
う
、

o
 
.

.

 

（
二
十
）
影
戯
條
下
云
、
「
其
話
本
与
講
史
書
者
頗
同
、
大
抵
置
俣
相
半
。
」

「
夢
梁
録
」

（
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
「
都
城
紀
勝
」

の
影
戯
の
條
で
も
同
一
の
文
章
）

戯
」
に
「
話
本
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
は
そ
れ
は

「
講
史
書
」
と
同
じ
よ
う
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、

「
講
史
（
書
）
」
と
同

類
で
あ
る
「
小
説
」
に
も
「
話
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
ー
ー
と
い
う
く
ら
い
の
推
察
を
、
そ
れ
も
ハ
ッ
キ
リ
と
い
わ
な
い
で
、

（
四
五
七
）

：た

「
夢
梁
録
」
に

「
其
話
本
云
云
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
捉
え
て
、

＇ • ‘ 

（
傍
点
は
筆
者
）

ヽ

「
影

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見

「
説
話
（
人
）
」
の
底
本
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と

正
当
に
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
話
本
」

と
い
わ
れ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て、

そ
の
種
の

モ
ノ
が
当
時
存
在
し
て
い
た
と
い
う
考
え
方
、

「
小
説
史
略
」
に
記
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、

全
く
根
拠
が
薄
弱
、
と
い
う
よ
り
根
拠
づ
け
が

か
ら
だ
と
思
う
。

そ
れ
は
正
当
だ
と
思
う
の
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
モ
ノ
が
果
し
て

こ
の
「
話
本
」

な
る
も
の
を
小
説
史
に
も
ち
こ
ん
で、

の
で
は
な
い
ヵ
‘

と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。

モ
ノ
を
指
し
て
、

一
応
、

「
話
本
」

語
体
小
説
の
原
初
的
形
態
と
考
え
た
の
は
一

般
的
に
は
魯
迅
の

『
中
国
小
説
史
略
」

と
い
っ
て
い
る
ま
で
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
葉
ど
お
り
「
話
本
」
と
い
わ

・れ
た
も
の
は
な
か
っ
た



＇ ＇ 

だ
。
ま
ず
こ
れ
が
―
つ
の
問
題
で
あ
る
。

っ
て
き
て
、
こ
れ
は
「
都
城
紀
勝
」
の
説
と
同
じ
だ
が
、

説
者
、
能
講
一
朝
一
代
故
事
、
頃
刻
間
捏
合
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
も

で
は
「
提
破
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
（

「夢
梁
録
」
で
は
）

が
こ
う
の
べ
ら
れ
る
、

．． 

是
知
講
吏
之
体
、
在
歴
叙
史
実
而
雑
以
虚
辞
、

小
説
之
体
、
在
説
一
故
事
而
立
知
結
局
、
今
所
存

「
五
代
史
平
話
」
及

「
通
俗
小
説
」
残

．．
 

本
、
蓋
即
此
二
科
話
本
之
流
、
其
体
式
正
如
此
。

（
傍
点
は
筆
者
）

．．．
 

つ
ま
り
現
存
の
「
五
代
史
平
話
」
は
講
史
（
書
）
の
、
現
存
の

「
京
本
通
俗
小
説
」
は
小
説
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
話
本
」
の
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
、

こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
何
も
ハ
ッ
キ
リ
証
拠
を
示
し
て
「
話
本
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

で
推
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
一

応
の
理
窟
と
い
う
も
の
で
、
題
名
か
ら
「
宋
之
話
本
」
で
あ
る
し
、
魯
迅
が
「
話
本
」
を
推

・
・
（
注
1
)

測
的
に
で
も
肯
定
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
王
国
維
が
「
唐
三
蔵
取
経
詩
話
」
を
「
宋
人
所
撰
話
本
」
（
傍
点
筆
者
）
と

い
っ
た
こ
と
を
承
け

つ
ぐ
も
の
に
と
思
う
が
、
と
に
か
く
以
後
の
小
説
史
家
た
ち
に
「
蓋
」
を
吟
味
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
承
け
つ
が
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
魯
迅
の
あ
げ
た
証
拠
ら
し

い
も
の
は
、
何
ら
確
実
な
も
の
で
は
な
く、

そ
し
て
「
小
説
」
へ
も
、

．類
推
的
に
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
る
わ
け

「
話
本
」
と
い
う
の
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
跳
び
越
し
て
「
講
史
（
書
）
」
へ

、

と
こ
ろ
が
次
に
も
う

一っ

の
重
要
な
（
と
筆
者
は
考
え
る
）

問
題
は
●

と
、
「
話
本
」
は
一
見
、
「
説
話
の
本
」
あ
る
い
は
「
説
話
人
の
本
」
と
い
う
ふ
う
に
受
け
と
ら
れ
や
す
い
し
、
誰
も
あ
ま
り
疑
問
を
も
た
な
い

と
「
蓋
」
を
つ
け
て
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

つ
づ
け
て
、

し
か
し
一
転
し
て
、

だ
何
ん
と
な
く
、
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
「
夢
梁
録
」
の
引
用
に

「
又
小
説
講
経
史
条
下
云
」
と
魯
迅
自
身
の
記
述
を
挟
ん
で
か
ら
、
再
び

「
夢
梁
録
」
の
引
用
で
、
「
蓋
小

「
話
＇
弄
」
と

い
う
こ
と
r
いつい
て

，
 

ニ
四

（
四
五
八
）

た
だ

「
紀
勝
」

「
捏
合
」

と
な
っ
て

い
る
だ
け
た
、
と

い
う
説
明
を
加
え
て
か
ら
、
魯
迅
の
考
え

「
蓋
」
つ
き

「
影
戯
」
の

「
話
本
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
字
面
か
ら
す
る

，
‘
ノ
’
か
／
山
仙
台
4

1

/

＾
出
11

/|
 



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

二
五

だ
が
こ
れ
だ
け
で
は

ノ
ッ
キ
リ
し
な
い
し
、
ほ
力
に
「
説
話

ぅ
店
ま
す

（人）

ま
ず
は
お
開
き
に
い
た
し
ま
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

の
名
残
り
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Jl
説
類
力
ら
い
ま

何
だ
か
お
力
し
い
。
こ
の
場
合

（物
語

じ
な
い

ス
ト
ー
リ
ー
）

の
意
味
に
と
れ
ば
、

「
お
話
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
ご
ざ

「
話
本
説
徹

且
作
散
場
」

（
あ
る

い
は
「
話
本
説
徹

さ
て
「
清
平
山
堂
」
の
「
簡
貼
和
尚
」
、

，
る
。

こ
れ
も
調
べ
て
み
な
く
ち
ゃ
云
一

、玄
と
い
っ
て

い
た
の
を
覚
え
て
し

に
よ
っ
て
語
体
Jj
説
の
初
期
の
も
の
を
含
む
彙
集
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。

見
な
が
ら

こ
こ
に
も
妙
な
本
が
あ
る
が
、

た
だ
し
筆
者
が
読
ん
だ
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し

の
と
き

当
時
「
三
言
ー＝
の
発
見
で
さ
わ
が
し
力
っ
た
が
、

そ
の
後
こ
の
本
は
長
沢
氏

「
説
話

（人）

の
底
本
」
と
は
少
し
ち
が
う
こ
と
に
気
づ
い
て先

輩
学
生
で
あ
っ
た
長
沢
規
矩
也
氏
が
、
研
究
室
に
あ
っ
た
内
閣
文
庫
の
目
録
を

一
そ
う
疑
問
を
深
め
た
の
で
あ
る
。

、
ど
こ
に
も
根
拠
を
ハ
ッ
キ
リ
あ
げ
て
そ
の
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
な
し
の
で
、

し
か
し
「
Jj
説
史
略
」
に
は

．
 

；
た
と
こ
ろ
へ
、
後
に
「
清
平
山
堂
」
を
読
ん
で
、

ヵ
ね
て
疑
問
に
思
っ
て
し

因
み
に

「
清
平
山
堂
」
は
筆
者
の
学
生

本
」
の
意
味
に
解
し
て
い
た
が
、

「
話
本
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
が
、

そ
れ
が
ど
う
も

ト
ー
リ
ー
）

は
じ
め
筆
者
も
「
Jj
説
史
略
」
に
よ
っ
て

「
話
本
」
を

「
説
話

（人）

簡
単
こ
受
け
と
め
る
か
と
思
う
が
、

の
底

し
か
し
あ
ち
こ
ち
に
見
え
る
こ
の
言
葉
の
用
例
を
調
べ
る
と
、

「
話
本
」
と
は
「
故
事
」
（
物
語
、

の
意
味
こ
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
か
「
説
話
（
人）

の
こ
と
が

一
そ
う
筆
者
に
疑
問
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

の
底
本
」
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
例
は
ど
う
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ

ー
品
書
藉
印
行
会
」
が
民
国
十
八
年
、
は
じ
め
て
内
閣
文
庫
の

「
清
平
山
堂
」
と
題
さ
れ
た
も
の
を
影
印
し
て
世
に
紹
介

か
し
北
平
の
「
古
今
｝

・。

し
セ
と
き

「
清
平
山
堂
話
本
」

、
ま
ず
「
話
本
」
の
意
味
の
誤
謬
(
?
.
)
を
承
け
つ

い
だ。

（傍
点
は
筆
者
）
と
い
う
書
名
に
し
て

「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
な
ど
の
語
体
小
説
の
末
尾
に
、

「
合
同
文
字
」

権
作
散
場
」
）

説
」
の
「
張
生
彩
鸞
燈
伝
」
の
最
後
に
も
同
じ
句
が
あ
る
）
、
こ
こ
に
見
る

「
話
本
」

、
全
然
通

ま
た
「
熊
龍
峯
四
種
Jj

う
な
意
味
に
解
し
て
も

て
い
る
が
（

f

‘

。
そ
の
よ

と
い
う
句
が
つ
い

；
ノ
意
味
と
は
少
し
ち
が
う
で
は
な
し
カ

f

た
し
ま
す
る
」
で
は
、

>

、
ど
う
も

「
説
話
（
人
）
の
底
本
」
と
し

：
ま
ず
は
お
開
き
と
し

と
し
う
言
葉
は

ザ
れ
ど
も
、

「
底
本
ど
お
り
に
全
部
し
ゃ
べ
り
ま
し
た
の
て

と
い
う
ほ
ど
で
は
な

「
話
本
」
を
「
故
事
」

分
力
り
や
す
い
ば
ヵ
り
で
な
く
、
納
得
も
ゆ
く
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

の
底
本
」

（
四
五
九
） ス



の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
か
だ
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

「
話
本
」
の
用
例
を
少
し
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
、

〇
許
宣
見
了
、
目
睡
口
呆
、
喫
了
一
驚
。
不
在
姐
夫
、
姐
姐
面
前
説
匡
応
‘
只
得
任
他
埋
怨
了

一
場
。

〇
那
白
秀
英
道
、

〇
而
今
説
一
個
倣
夫
妻
的
被
訴
散
了
、
死
後
精
霊
還
帰
一

処
、
到
底
不
磨
滅
的
翫
加
。
（二
刻

「拍
案
驚
奇
」
六
「
李
将
軍
錯
認
舅

〇
如
今
待
小
子
再
宣
一
段
話
本
、

．叫
倣
「
包
龍
図
智
睫
合
同
文
」。

弥
追
這
話
求
出
在
那
裏
？
・
乃
是
宋
朝
沐
梁
西
関
外
義
定
坊
有
個
居
民
劉

大
、
名
天
祥
：
：
・
・
（
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
三
十
三
「
張
員
外
義
撫
瞑
蛉
子

包
龍
図
智
嫌
合
同
文
）

．
＇
、

．

「
今
天
秀
英
招
牌
上
明
写
着
這
場
話
本
、
是
一
段
風
流
蘊
籍
的
格
範
、
喚
倣

「
豫
章
城
雙
漸
趣
蘇
卿
」
。
」

「
水
滸
伝
」
五
十
「
括
枝
虎
枷
打
白
秀
英

美
髯
公
誤
失
小
術
内
」）

0
這
両
世
相
違
、
古
今
竿
有
、
至
今
流
伝
倣
話
本。

（
「
古
今
小
説
」
三
十
「
明
悟
禅
師
趣
五
戒
」
）

（陸
澄
安
編
著
）

に
あ
げ
て
い
る
用
例
で
あ
る
が
、

「
故
事
」
と
い
う
解
を
こ
の
字
書
で
も
与
え
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
に
加
え
て
、
ク
ワ
ッ
コ
し
て
「
「
話
本
」
原
是
説
話
人
ー
宋
朝
的
説
書
芸
人

ー
所
講
故
事
的
底
本
」

と
説
明
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
編
者
の
注
で
あ
り
、
現
在
の一

般
的
な
常
識
を
そ
の
ま
ま
も
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
の
説
明
に
は
何
の
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
以
上
の
二
用
例
で
見
る
か
ぎ
り
「
話
本
」
は
「
故
事
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
か

「
小
説
詞
語
憚
釈
」

右
の
う
ち
、
は
じ
め
の
二
例
は
近
ご
ろ
の

で
、
ど
う
考
え
て
も
「
説
話
（
人
）

の
底
本
」
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
。

次
は
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
巻
之
三
十
三
に
見
え
る
例
文
だ
が
、
こ
こ

に
は
「
一
段
話
本
」
と
な
づ
て
い
る
し
、
そ
し
て

「這
話
本
」
は
ど
こ

か
ら
出
て
い
る
か
と
い
う
に
、
宋
の
御
代
に
沐
梁
に
劉
大
と
い
う
も
の
が
あ
り
云
云
と
、

ハ
ッ
キ

リ
物
語
、

そ
の
次
の

「
水
滸
」
の
用
例
も
「
説
話
（
人
）
の
底
本
」
と
い
う
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

峯
塔
」
） 「

話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
．

（傍
点
は
筆
者
）

府

¢
t
/
0音＂
，
尿

り＇
f
?りー

J

1

ー
り
1
/
，ノ

fihり
ー
＇
イ
ノ
，
／
ノ
ー
り

「
故
事
」
あ
る
い
は
「
本
事
」
（
話
の
す
ち
）

ス
ト
ー
リ
ー
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

「
話
本
」
は

や

っ
ぱ
り
こ
の
場
合
、

二
六

（
七
十
回
本

劉
氏
女
詭
従
夫
）

(
「警
世
通
言
」
二
十
八
「
白
娘
子
永
鎮
雷

（
四
六
0
)



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

示
し
て
い
る
。

二
七

と
を

「
話
本
」
は
す
な
わ
ち
「
話
文
」
と
同
様
な
意
味
で
あ
る
こ

紅
花
場
仮
鬼
開
）

（
一
く
さ
り
）

の
物
語
は
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
を
対
句
と
し
た
の
で
、

>
う
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
前
例
文
に
み
る
「
話
本
」
と

な
く
、
抽
象
語
だ
と
し

「
話
本
」
は
固
体
の
も
の
を
さ
す
の
で

と
な
っ
て
い
る
例
で
も
分
か
る
と
思
う
、

ゞ
、
同
じ
様
な
文
中
で
「
話
文
」

い
う
と
こ
ろ
カ

、
再
講
回
出
来
。

o

.

 

0
若
有
別
椿
希
奇
故
事
、
異
様
話
文

彎

こ
れ
は
「
希
奇
故
事
」
と
「
異
様
話
文
」

（
傍
点
は
筆
者
）

乃
是
京
師
老
郎
伝
留
至
今
゜

〇
這
本
喜
如
叫
倣
「
積
善
陰
隆
」
、

〇
這
段
匡
如
乃
是
四
川
新
都
県
有
一
郷
宦
、
姓
楊
、
是
本
朝
甲
科
。

も
ま
た
前
例
に
見
る
「
話
本
」
の
と
こ
ろ
が
「
話
文
」
と
な
っ
て
い
て
、

（
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
二
十
一

「
哀
尚
賢
相
術
動
名
卿

（
二
刻

「
拍
案
驚
奇
」
四
「
青
棲
市
探
人
跡

鄭
舎
人
陰
功
切
世
蜀
」）

（
四
六
一
）

「
話
文
」

は

「
故
事
」

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に

（
「
醒
世
恒
言
」
三
十
五
「
徐
老
僕
義
憤
成
家
」
）

（
傍
点
は
筆
者
）

（
「
物
語
」）

こ
こ
に
見
る

「
底
本
」
と
い
う
固
体
の

と
い
う
抽
象
語
の
方
が
一
そ
う
適
切
な
解
釈
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
話
本
」
も
、

と
く
に
這
段
の

「
段
」
に
拘
泥
す
る
が
、

「
こ
の
一
段

こ
の
最
後
の
例
に
似
た
も
の
に
、

〇
這
匡
恥
是
京
師
老
郎
流
伝
。
（
「
古
今
小
説
」
十
五
「
史
弘
肇
龍
虎
君
臣
会
」
）

「
江
信
之
一
死
救
全
家
人
」

．．
 

0
這
段
話
本
叫
倣

．．
 

〇
這
段
話
本
、

「
話
本
説
徹
」

の
用
例
か
ら
考
え
て
、

則
喚
倣
「
新
羅
白
鶴
、
定
山
三
怪
」

「
書
物
」
を
指
す
と
い
う
よ
り
、

（
「
警
世
通
言
」
十
九
「
崖
術
内
白
鶴
招
妖
」
）

「
故
事
」

（
『
古
今
小
説
」
三
十
九
「
江
信
之
一
死
救
全
家
」

）

ま
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

通
じ
や
す
い
と
思
う
。

（
傍
点
は
筆
者
）

>
ゞ
ヽ

な
し
カ

こ
れ
も
「
話
本
説
徹
」

の
使
用
例
に
照
ら
し
て
、

「
故
事
」

最
後
の

「
古
今
小
説
」
に
見
る
用
例
の

「
話
本
」
は
、
ち
よ
っ
と
見
る
と
「
説
話
（
人
）

>。

（
「
物
語
」
）
の
意
味
で
別
に
お
か
し
く
な
し

と
い
う
よ
り
一
そ
う

，
 

の
底
本
」

の
意
味
の
よ
う
に
も
と
れ
な
い
こ
と
も



る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

（
傍
点
は
筆
者）

「
話
本
」
と
「
話
文
」
は
大
て

い
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
以
上
の
例
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
多
少
両
者
の
間
に
ち

が
い
を
も
た
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
に
よ
る
差
異
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

0
不
如
「
岩
俊
臣
芙
蓉
屏
」
故
事
、
又
全
了
節
操
、
又
報
了
寃
仇
、
又
重
会
了
夫
妻
、
這
個
認
か
炉
裏
゜

秀
喜
舎
檀
那
物

文
言
小
説
で
あ
る
明
初
の

「
剪
燈
新
話
」
の
「
牡
丹
燈
記
」
に
も
見
え
て
い
る
。

．．
 

〇
璧
則
月
下
逢
五
百
年
歓
喜
寃
家
、
世
上
民
間
作
千
万
人
風
流
話
本
。

「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て

,9
>
）
/
、
＇

‘
e
z
、
多
¢
，
ト

I
J
h
i
l
¥
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/
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a
レとじ
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月
刊
ノ
/
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I

I

（
傍
点
は
筆
者
）

の
意
味
を
も
つ
よ
う
だ
。

（
傍
点
は
筆
者）

崖
俊
臣
巧
会
芙
蓉
屏」•••• 

〇
従
来
説
鬼
神
難
欺
、
無
如
此
一
段
話
本
、
最
真
実
骸
聴
。

（
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
十
四
「
酒
謀
財
子
郊
碑
悪

．
 

こ
れ
で
見
る
と
、
「
話
本
」
は
「
聴
く
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
話
本
は
「
聴
く
ス
ド
ー
リ
ー
」

文
」
の
方
は
こ
れ
と
ち
が
っ
た
意
味
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
は
左
の
例
で
あ
る
、

0
所
以
今
日
依
着
本
伝
、
把
此
話
文
重
新
流
伝
子
世
、
使
人
簡
便
好
看
。

（
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
十
二
「
陶
家
翁
大
雨
留
賓

こ
れ
で
見
る
と
「
話
文
」
は
「
看
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
た
か
ら
「
話
文
」
の
方
は
「
見
る
（
読
む
）

「
新
話
」
の
句
解
本
で
は
こ
の
「
話
本
」
に
注
し
て
「
話
本
猶
話
柄
也
、
言
説
話
之
本
也
」
と
い
っ
て
い
る
。

「
説
話
之
本
」
と
は
「
話
の

蒋
震
卿
片
言
得
婦
」
）

ス
ト
ー
リ
ー
」
を
意
味
し
、
む
し

ろ
こ
の
場
合
は
今
日
い
う
「
話
本
」
と
同
じ
に
使
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
ま
た
右
の
文
章
の
す
ぐ
あ
と
に
「
有
詩
為
証
」
と
な
っ
て
い

t
 

て
、
次
の
詩
が
あ
る
。

〇
片
言
得
婦
是
奇
縁
、
此
等
新
聞
本
可
伝
、
担
捏
無
端
殊
舛
錯
、
故
将
話
本
与
重
宣
。

こ
の
と
き
は
「
話
本
」
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
話
文
」
と
「
話
本
」
と
は
意
味
上
の
相
違
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
使
い
分
け
た
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

「
話
本
」
と
い
う
の
は
し
か
し
何
も
説
話
人
の
コ
ト
バ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
承
け
つ
ぐ
語
体
小
説
の
用
語
に
限
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

鬼
対
案
楊
化
借
屍
」

（
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
二
十
七
「
顧
阿

い
ま
左
の
例
に
つ
い
て
こ
れ
を
知

二
八

1

9
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と
こ
ろ
が
「
話

（四
六
二
）



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

二
九

（
四
六
三
）

載
が
一
そ
う
分
か
り
や
す
い
。

「
紀
勝
」
の
記

（
傍
点
は
筆
者
）

自
然
な
読
み
方
だ
と
い
え
る
と
思
う
。

事
」
を
演
じ
た
の
だ
が
、

と
い
う
と
こ
ろ
の

「
話
本
」

も
実
は

「
故
事
」

こ
こ
で
も
う
一
度
、
前
に
返
っ
て
魯
迅
の
引
用
し
た

「
夢
梁
録
」
の

「
影
戯
」

●

綸

「
其
話
本
与
講
史
書
者
頗
同
」

の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
故
事
（
ス
ト
ー
リ
ー
）

は
史
書
の
講
釈
も
の
と
大
た
い
同
じ
だ
、

魯
迅
は

「
影
戯
」
の
条
だ
け
引
用
し
て
い
る
が
、
同
じ

「
夢
梁
録
」

凡
愧
儡
、
敷
漢
姻
粉
、

霊
怪
、
鉄
騎
、

ま
た
こ
こ
の
と
こ
ろ
が

「
都
城
紀
勝
」

と
い
う
こ
と
で
、

(
「
百
戯
伎
芸
」）

、
「
愧
儡
」
の
条
に
は
こ
う
あ
る
、

公
案
、
史
書
歴
代
君
臣
将
相
恥
事
認
恥
‘
或
講
史
、
或
作
雑
劇
、
或
如
雀
詞
。

）
な
っ
て
い
て
、
多
少
文
字
の
出
入
が
あ
る
が
、

（
「瓦
舎
衆
伎
」
）
で
は
次
の
よ
う
に

其
藍
加
或
如
雑
劇
、
或
如
崖
詞
、
大
抵
多
虚
少
実
。
（
傍
点
は
筆
者
）

凡
愧
儡
、
敷
演
煙
粉
、
霊
怪
故
事
、
鉄
騎
、
公
案
之
類
、

つ
ま
り
影
戯
は

「
故

．
 

こ
の
方
が
す
っ
き
り
し
て

．
 

の
条
を
考
え
て
み
よ
う
、

（
傍
点
は
筆
者
）

明
か
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
話
本
」
は
ま
た

「
話
文
」
、
あ
る
い
は

「説
話
」
と
同
じ
く

「
故
事
」

の
「
説
話
」
も

「
話
本
」

（
物
語
）

と
同
じ
急
味
で
あ
る
こ
と
は
、

の
意
味
の
抽
象
語
で
あ
る
わ
け
だ
。

〇
聞
得
老
郎
刑
相
伝
的
説
話
、

不
記
得
何
州
甚
県
、

・・・（

「古
今
11説
」
二
「
陳
御
史
巧
勘
金
鮫
釧
」）

先
に
あ
げ
た
例
文

「
這
訳
恥
是
京
師
老
郎
流
伝
」

（
「古
今
」
十
五
）

単
説
有
一
人
、

で
あ
る
が
、

ま
た

（
傍
点
は
筆
者
）

も
う
一
度
説
明
を
加
え
て
い
る
。

右
の
例
文
に
見
る
「
風
流
豆
加
」
と
い
う

「
話
本
」
．の
と
こ
ろ
を

「
説
話
」
に
変
え
て
い
る
の
は
、

「古
今
小
説
」
三

「新
橋
市
韓
五
賣
春
情
」
）

o. 

〇
変
成
一
本
風
流
説
話
（

タ
ネ
」
の
意
味
に
と
っ
だ
も
の
ら
し

い
が
、

「本
」
と
い
う
文
字
に
拘
泥
し
た
解
釈
で
、

（
傍
点
は
筆
者
）

に
照
ら
し
て

「
話
本
猫
話
柄
也
」
だ
け
で
よ
い
筈
だ
が
、

そ
れ
を



と
い
い
、

¥

¥

＼
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「
人
間
希
有
之
秘
笈
」
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

其
話
本
与
講
史
書
者
頗
同
。
大
抵
真
仮
相
半
、

「
夢
梁
録
」
か
ら
魯
迅
と
同
じ
く
左
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
、

者
は
思
う
の
だ
が
、

「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

ム

「
虚
が
多
く
、

実
が
少
い
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
、

立
日
、
「
ナ．＼＇

々

•••• 

「
話
本
」
の
語
に
は
さ
す
が
に
つ
い
て
い
な
い
が
、
前
例
に
見
る
よ
う
に
「
這
本
話
文
」
と
か
「
一
本
風
流
説
話
」
な
ど
、
「
話
文
」
や
「
説

つ
ま
り
愧
儡
戯
も
ま
た
影
戯
と
同
じ
く
各
種
の
「
故
事
話
本
」
、
あ
る
い
は
「
話
本
」

、を
敷
演
し
、
そ
れ
は
講
史
や
雑
劇
や
崖
詞
の
よ
う
に

と
か
「
演
史
」
と
か
の
「
語
り
も
の
」
で
な
ら
底
本
の
よ
う
な
も
の
も
必
要
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、

と
考
え
る
方
か
い
い
か
、

「
故
事
」
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
と
い
う
抽
象
語
に
解
す
る
方
が
妥
当
か
、
筆
者
は
断
然
後
者
を
と
る
。

大
た
い
「
小
説
」

「
影
戯
」
と
か
「
愧
儡
」

の
よ
う
な
、
ち

よ
っ
と
し
た
「
伎
芸
も
の
」
に
ま
で
そ
ん
な
も
の
の
必
要
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
さ
え
疑
い
た
い
の
で
あ
る
。

出
版
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
考
え
る
の
も
や
む
を
得
な
い
）
王
国
維
が

「
戯
曲
史
」

（第
三
章
）

（
傍
点
は
筆
者
）
と
い
っ
て
、
影
戯
が
愧
儡

の
中
で
、

「都
城
紀
勝
」
、

魯
迅
が

「
小
説
史
略
」
に
引
用
し
た
「
夢
梁
録
」
云
云
の
あ
た
り
は
、
（
そ
の
前
後
の

「東
京
夢
華
録
」
、

「武
林
旧
事
」
な
ど
に

ふ
れ
て
い
る
あ
た
り
の
記
述
も
含
め
て
）
王
国
維
の
「
宋
元
戯
曲
史
」
第
三
章
「
宋
之
小
説
雑
戯
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆

（
た
だ
し
こ
れ
は
飽
V
ま
で
筆
者
の
想
像
で
あ
る
、
し
か
し

「宋
元
戯
曲
史
」
が
ず
っ
と
早
く
、
民
国
元
年
に
書
き
あ
げ
、
即
国
四
年
に

「
影
戯
」
を
説
明
す
る
と
き
、

公
忠
者
離
以
正
貌
、
奸
邪
者
刻
以
醜
形
、
蓋
亦
寓
褒
貶
於
其
間
耳
゜

•• 

「
然
則
影
戯
之
為
物
、
専
以
演
故
事
為
事
、
与
愧
儡
同
」

そ
れ
か
ら
王
氏
自
身
の
説
明
に
な
り
、

と
同
じ
く
、
専
ら

「
故
事
」
を
演
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
王
国
維
の
言
葉
に
「
故
事
」
を
演
じ
る
云
云
と
見
え
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
こ
の
「
話
本
」
を
王
氏
は
「
故
事
」
と
解
し
た
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
こ
の
場
合
、

あ
る
い
は
そ
の
意
味
に
受
け
と
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
が

「
唐
三
蔵
取
経
詩
話
」
の
影
印
本
に

跛
を
書
い
た
と
き
（
民
国
四
年
）

に
は
、
こ
の

「
取
経
詩
話
」
を
「
金
人
院
本
」
や
「
元
人
雑
劇
」
と
並
べ
て
「
宋
人
所
撰
話
本
」
（
傍
点
筆
者
）

「
故
事
話
本
」
、
あ
る
い
は
「
話
本
」
は
形
を
も
っ
た
「
本
」
（
書
物
）

＇ ＇ 

1
0
 

（
四
六
四
）



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

そ
の
ほ
か
ま
た
初
刻

「
拍
案
驚
奇
」
に
見

え
る
数
例
を
あ
げ
る
と
、
（
傍
点
は
筆
者
）

｀To元
』
乃
是
元
朝
大
徳
年
間
的
事
。
（
初
刻

「拍
案
驚
奇
」
九）

．

〇
応
恥
襲
誌
出
在
祝
枝
山

「
西
樵
野
記
」
中
。
（
同
書
十
二
）

有

一
個人・・・

（
同
書
同
巻
）

：＂ 
．．
 

‘
乃
是
国
朝
成
化
年
間
浙
江
杭
州
府
余
杭
県
、

〇
這
一
本
話
文

〇
応
亭
認
如
‘
高
公
之
徳
、
崖
尉
之
誼
、
王
氏
之
節
、
皆
是
難
得
的
事
。

0
所
以
宣
這
鷹
認
恥
‘
奉
戒
世
人
切
不
可
為
着
麗
憚
財
産
、
傷
了
天
恩
゜

（
同
書
二
十
七
）

（
同
書
三
十
三
）

右
の
例
で
見
る

「
一
本
：
話
」
、
「
此
本
話
」
、

「
這
本
話
児
」
、
「
這
本
話
」
、
「
此
本
説
話
」

こ
と
が
分
か
る
が
、

｀
に
「
本
」
は
「
話
」
に
関
係
す
る
陪
伴
詞
と
し
て
つ
か
わ
れ
た

「
一
本
話
文
」

（
四
六
五
）

ど
の
よ
う
に
、

「
此
本
話
文
」
、
「
這
個
話
本
」
な

こ
の
よ
う
な
用
例
は
ま
た
「
清
平
山

（巻一）

（
傍
点
は
筆
者
）

0
張
生
因
僧
好
見
許
、
以
他
辞
説
道
、

「
比
及
帰
去
、

．
 

暫
時
権
住
両
三
月、

は
次
の
例
が
あ
る
、

．．
 
。

〇
此
本
話
、
説
唐
時
這
個
書
生
、

欲
把
従
前
詩
書
温
閲
、
」
若
1
与
後
、

姓
張
名
洪
、

字
君
端、

西
洛
人
也
。

（巻一）

（
初
点
は
箪
者
）

•••• 
而
今
没
這
本
話
児

Q

と
い
う
句
が
見
え
る
。

こ
れ
は
「
一
く
さ
り
の
恋
愛
物
語
を
唱
う
」
の
意
味
で
「
話
」

は
「
故
事
」
の
こ

南
宋
の
初
期
ま
で
生
存
し
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
董
解
元
の

．
 

•• 
〇
唱
一
本
児
椅
翠
楡
期
話
。

と
に
な
る
。

（
傍
点
は
筆
者
）

こ
の
ほ
か
に
も
同
書
に

「
西
廂
記
」

（巻一

）
に

で
あ
る
。

い
ま
そ
の
例
を
少
し
見
て
み
る
、

の

「
書
き
も
の
」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く、

故
事
を
意
味
す
る
と
き
の

「
話
」

一
本
」
を
「
こ
の
本
」

、
「
一
冊
の
本
」

話
」
に
冠
す
る

「
這
本
」

、
「

（
あ
る
い
は
「
説
話
」

「
話
文
」

）
に
関
係
す
る
陪
伴
詞

と
い
う
意
味
に
と
り
や
す
い
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
「
本
」
は
固
体



右
の
文
で
、

た
い
こ
こ
の
文
章
は
朗
瑛

「
七
修
類
稿
」
の
「
小
説
起
宋
仁
宗
。
蓋
時
太
平
盛
久
、
国
家
閑
暇
、

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
、

と
「
書
物
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
閲
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
の
「
話
本
」
は
固
体
の
書
物
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
一
応
、
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
の
た
だ
「
話
本
」
が
ハ
ッ
キ
リ
固
体
の

「
書
物
」
を
示
す
こ
と
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
幾
種
か
の
文
献

の
、
二
十
種
ほ
ど
の
例
文
に
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
か
っ
た
し
、

.
9
,
t
)
,
e
'
，
、
、
う
こ
h
;
9
¥
i
ィ

'

/

7

/

，

r
レ

こ
の
場
合
だ
け
突
然
は
み
出
し
て
、
書
物
の
意
味
の
「
本
」
と
解
す
る
の
は

「
七
修
類
稿
」
で
「
日
欲
進
一
奇
怪
之
事
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、

「
喜
閲
話
本
」
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
例
文
の
場
合
、

だ
か
ら
「
一
本
」
と
い
う
陪
伴
詞
を
冠
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
「
一

．冊
の
小
説
本
」
の
意
味
で
な
く
、

と
は
、
次
の

「
京
本
通
俗
小
説
」
の
中
の
「
西
山
一
窟
鬼
」
に
見
え
る
例
で
一
そ
う
ハ
ッ
キ
リ
す
る
と
思
う
、

.

.

 

3

●

●

 

〇
変
倣
十
数
回
饒
巽
作
怪
的
小
説
。

前
例
と
同
じ
文
章
だ
が
、
前
例
で
は

「
本
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
、
こ
の
例
で
は
「
回
」
に
な
っ
て
い
て
、

と
は
同
じ
よ
う
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

．
 

．
 

「
話
本
」
は
「
説
話
の
底
本
」
の
意
味
で
な
く

「
説
話
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
話
文
」

あ
る
い
は

「
小
説
」
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
こ

と
は
以
上
の
例
文
で
ま
ず
ハ
ッ
キ
リ
い
え
る
こ
と
だ
と
思
う
が
、
た
た
問
題
に
な
る
の
は
「
古
今
小
説
」
の
叙
に
見
え
る
次
の
一
文
で
あ
ろ
う
、

〇
按
南
宋
供
奉
局
、
有
説
話
人
、
如
今
説
書
之
流
。
其
文
必
通
俗
、
其
作
者
莫
可
考
。
泥
馬
倦
勤
、
以
太
上
享
天
下
之
養
、
仁
寿
清
暇
、
喜

閲
話
本
、
命
内
蟷
日
姐
一
峡
、
当
意
則
以
金
銭
厚
酬
゜

（
傍
点
は
筆
者
）

「
小
説
」
は
物
語
の
意
味
で
、

べ
て
同
一

。
傍
点
は
筆
者
）

「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

「
本
」
は
た
だ
陪
伴
詞
で
あ
る
こ

「
内
瑠
（
宦
官
）
に
命
じ
て
日
に
一
峡
を
進
め
し
め
」
と
な
っ
て
い
る
？
大

（
傍
点
は
等
者）

日
欲
進
一
奇
怪
之
事
以
娯
之
。
」
に
も
と
づ

「
古
今
」
の
叙
で
は
「
日
進
一
峡
」

「
話
」
と
同
じ
く
「
説
話
」
で
あ
り
、
ま
た
「
話
本
」
、

口

)^
 

堂
」
の
「
簡
貼
和
尚
」
に
も
見
え
て

い
る。

•••• 
〇
変
出
一
本
践
践
作
怪
底
小
説
来
（

「
古
今
小
説
」
三
十
五
「
簡
貼
僧
巧
雇
皇
甫
妻
」
で
は
作
怪
底
の
「
底
」
を
「
的
」
に
し
て
い
る
、
あ
と
の
文
字
は
す

「
話
文
」
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
本
」
と
「
回
」

（
四
六
六
）



「
話
本
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

J
 

（注
1
)

こ
の
「
話
本
」
は
恐
ら
く

「
古
今
小
説
」
の
叙
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

、
広
い
意
味
で
の
語
体
小
説
を
い
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。「
名
物
六
帖
」
は
「
古

の
底
本
」
の
意
味
で
の
「
話
本
」
で
は
な
く

今
小
説
」
も
そ
の
引
用
書
の
中
に
見
え
る
か
ら
、

（
一
九
六
五
、
五
、
三
0
)

唐
三
蔵
取
経
詩
話
」
の
影
印
本
に
王
国
維
は
政
を
書
い
て
（
民
国
四
年
春
）

翌
非
人
間
希
有
之
秘
笈
乎
」
と
。

こ
の
場
合
の
「
話
本
」
は
い
わ
ゆ
る
宋
の
「
話
本
」
、
「
説
話

•• 

っ
て
い
る
「
今
金
人
院
本
、
元
人
雑
劇
皆
侠
、
宋
人
所
撰
話
本
尚
存
、

l
>
 

を
今
日
、
普
通
に
い
わ
れ
る
意
味
に
解
し
て
い

つ
ま
り

「取
経
詩
話
」
を
「
宋
人
の
話
本
」
と
し
て
い
て
、

「
話
本
」

る
の
で
あ
る
。
魯
迅
も

「小
説
史
略
」
を
書
く
と
き
こ
れ
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（江
2
)
こ
の
ほ
か
に
市
川
清
流
編

「雅
俗
漠
語
訳
解
」
（
明
治
十
一
年
）

（
藤
井
理
伯
編

「小
説
辞
槃
」
〔
明
治
四
十
三
年
〕

も
）
な
ど
の
字
書
に
も

「話
本
」
の
語

こ
れ
は
「
剪
燈
新
話
句
解
」
の
注
を
採
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

が
見
え
て
い
て
、
こ
れ
を
「
話
柄
」
と
解
し
て
い
る
が
、

（
四
六
七
）

（人）
字
と
の
間
を
短
い
縦
線
で
つ
な
ぎ
、

「
話
本
」
の
話
字
と
の
間
を
ま
た
縦
線
で
つ
な
ぐ
）

、

右
に
「
演
I

史
話
ー
本
」

と
並
べ
て
い
る
の
は
、
俗
語
（
語
体
）

「
例
言
」
に
こ
う
い
っ
い
る
、

ー

シ

ン

唐
宋
小
説
、
彼
瓢
此
掠
、

で
書
か
れ
て
い
る
浪
義
と
小
説
と
を
並
べ
た
わ
け
で

（
「
演
史
」
の
演
字
と
史

二互
有
ー一詳
略
．
、

ッ

テ

シ

ッ

チ

ン

随
検
随
抄
、

ラ

ニ

不――
i

必
訴
一
一
本
書
。

且
演
ー
史

話
I

本
、

レ

ニ

J
 

多
系
―
―
俗
語
-
‘
本
匪
＞
可
レ
拠
。

玄
云

苧
の
政
が
あ
る
）
、
し
か
し
文
字
は

「
話
本
」
で
も、

日
本
の
文
献
で

「
話
本
」

こ
れ
は
演
義
以
外
の
語
体
小
説
と
い
う
広
い
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
の

と
い
う
文
字
が
見
え
る
の
は
、
伊
藤
長
胤

（
東
涯
）

（注
2
)

の

「
名
物
六
帖
」
で
あ
ろ
う
が

（
享
保
十
ニ
ヰ
、
校
訂
者
奥
田
士

「
話
文
」
と
か
「
説
話
」
あ
る
い
は

「
小
説
」
と
い
っ
た
語
に
置
き
か
え
ら
れ
る
抽
象
語
ー
「
故
事
」

も
の
の
「
峡
」
を
毎
日
差
し
あ
げ
た
、

う
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
て
も
不
自
然
な
解
釈
と
は
な
ら
な
し

／
 

と
解
し
て
十
分
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

場
合
の
「
話
本
」
も
ま
た
「
故
事
」
と
解
し
て
も
、

だ
か
ら
筆
者
は
こ
の
場
合
の
「
話
本
」
も
、

別
に
不
都
合
は
な
い
よ
う
で
、

「
故
事
」
を
好
ん
で
よ
ん
だ
の
で
、

お
か
し
い
と
思
う
。

そ
れ
を
書
物
に
し
た

も
っ
と
他
に
客
観
的
な
証
拠
の
例
文
を
幾
つ
か
示
さ
れ
な
い
限
り
、

に
わ
か
に
断
定
は
で
き
な
い
こ
と
だ
。

一
カ
、
こ
の


