
張
協
枕
元
戯
文
に
つ
い
て

赤

松

紀

彦

京
都

大
翠

一
九
二
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
古
玩
店
で
費
見
さ
れ
､
庶
-
世
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る

｢永
楽
大
典
戯
文
三
種
｣
'
す
な

わ
ち

『
小
孫
屠
』
､
『張
協
状
元
』
､
『
匡
門
子
弟
錯
立
身
』
の
三
作
品

は
､
北
宋
期
に
徐
々
に
そ
の
形
式
を
整
え
､
南
渡
以
後
に
は
か
な
-

の
水
準
の
演
劇
形
態
を
備
え
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
南
厳
の
､

現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
最
古
の
作
品
で
あ
る
｡
な
か
で
も

『
張
協

状
元
』
は
'
他
の
二
作
が
元
代
の
杭
州
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
に
対
し
､

そ
れ
に
先
立
つ
南
末
期
の
'

｢湿
州
丑
劇
｣

あ
る
い
は

｢永
嘉
薙
劇
｣
と
呼
ば
れ
た
時
期
の
作
品
に
屠
す
る
も
の

①

で
あ
る
こ
と
が
'
こ
れ
ま
で
の
研
究

に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
｡し

か
も
､
『永
禁
大
典
』
と
い
う
特
殊
な
書
物
の
中
で
抄
本
と
し

張
協
状
元
戯
文
に
つ
い
て

(赤
松
)

で
俸
え
ら
れ
た
こ
の
作
品
は
､
元
雄
劇
の
大
部
分
の
作
品
や
南
厳
の

元
末
以
降
の
作
品
の
よ
う
な
､
舞
董
上
で
の
上
演
を
離
れ
た
｢讃
曲
｣

を
念
頭
に
し
た
明
代
後
半
に
お
け
る
改
訂
'
改
作
を
経
て
い
な
い
こ

と
か
ら
､
完
全
な
形
で
洩
る
も
の
と
し
て
は
､
最
古
の
戯
曲
作
品
で

あ
る
と
見
な
し
う
る
｡
こ
の

『永
禁
大
典
』
所
収
の
テ
キ
ス
ト
以
外

に

は

'
『
九
官
正
姶
』
な
ど
の
曲
譜
に
引
か
れ
る
曲
が
全
十
支
存
在

す
る
の
み
で
､
他
に
異
本
は
存
在
せ
ず
､
ま
た
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
由

来
は
明
か
で
は
な
い
も
の
の
､
劇
圏
の
演
出
本
に
基
づ
-
テ
キ
ス
ト

②

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
既
に
詳
細
な
論
考

が

あ
る
通
-
､
冒
頭
の

副
末
開
場
と
そ
れ
に
績
-
第
二
出
は
そ
れ
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
し
､

ま
た
白
や
卜
書
を
細
か
に
検
討
し
て
み
る
と
､
そ
う
し
た
特
徴
は
随

所
に
見
ら
れ
る
｡

例
え
ば
､
第
九
出
に
以
下
の
よ
う
な
-
だ
-
が
あ
る
｡
末
は
土
地

締
､
生
は
張
協
に
扮
し
て
い
る
｡

(末
日
)
唯
､
面
来
底
甚
人
｡
(生
韓
身
看
)
(莱
)
見
子
災

厄
扶
取
君
､
依
然
足
下
起
群
雲
'
徒
空
伸
出
撃
雲
手
､
提
起
天

羅
地
網
人
｡
(末
下
)

｢
お
い
､
む
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
の
は

一
鮭
誰
じ
ゃ
｣
と
い
う
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末
の
白
は
､

生
を
振
-
向
か
せ
る
た
め
の
白
に
は
か
な
ら
ず
､
こ
-

し
て
生
が
振
-
向
い
て
い
る
隙
に
､
下
場
詩
を
念
じ
っ
つ
姿
を
治
す

と
い
う
趣
向
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
例
は
､
舞
毒
上
で
の
演
出
を
ふ
ま

え
て
の
み
､
意
味
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

確
か
に
､
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
､
そ
の

曲
軒
は
素
朴
で
､
直
裁
的
な
も
の
が
多
-
､
ま
た
白
の
や
-
と
-
ち

冗
長
で
あ
る
と
は
い
え
､
そ
こ
に
は
古
い
演
劇
の
特
徴
が
よ
-
窺
え

る
｡
こ
の
小
論
で
は
､
そ
う
し
た
特
徴
の
う
ち
､
劇
全
鰻
の
構
成
と

浮
､
丑
､
末
の
三
種
の
脚
色
の
二
鮎
を
取
-
あ
げ
て
､
検
討
し
た
い

と
考
え
る
｡

『永
栗
大
典
』
所
収
の
戯
文
は
､
三
作
品
と
も
に
出
の
表
示
を
持

③

た
な
い
も
の
の
､
鐘
南
揚
氏
に
よ
る
分
出

に

従
え
ば
､
こ
の
作
品
は

全
五
十
三
出
か
ら
な
-
､
な
か
な
か
の
長
編
で
あ
る
o
ひ
と
ま
ず
､

そ
の
梗
概
を
三
段
に
分
け
て
記
し
て
お
-
0

一
､
科
挙
に
受
験
す
る
た
め
に
都

へ
と
急
ぐ
途
上
､
張
協
は
盗
賊

に
あ

っ
て
負
傷
し
､身
寄
-
も
な
-
廟
に
住
む
名
も
な
き
女
性
､
｢貧

女
｣
に
救
わ
れ
て
夫
婦
の
契
-
を
結
ぶ
に
至
る
｡
貧
女
は
自
分
の
髪

の
毛
を
頁

っ
て
そ
の
旋
費
を
準
備
し
て
や
り
､
や
が
て
張
協
は
都

へ

と
旋
立
つ
｡

二
､
科
挙
に
及
第
し
た
張
協
は
､
宰
相
王
徳
用
か
ら
そ
の
娘
勝
花

の
靖
に
と
せ
が
ま
れ
る
が
､
拒
紹
し
､
勝
花
は
傷
心
の
あ
ま
-
死
ん

で
し
ま
う
｡

1
方
夫
の
身
を
案
じ
た
貧
女
は
､
わ
ざ
わ
ざ
都
に
上
-
､

張
協
を
尋
ね
る
｡
し
か
し
あ
ろ
う
こ
と
か
､
彼
は
全
-
相
手
に
せ
ず
､

さ
ら
に
そ
の
後
､
梓
州
量
刑
と
し
て
赴
任
の
途
上
に
貧
女
を
襲
い
､

傷

つ
け
る
｡

三
､
張
協

へ
の
報
復
を
果
た
す
べ
-
､
梓
州
通
列

へ
の
赴
任
を
頗

い
で
た
王
徳
用
も
､
そ
の
赴
任
の
途
上
に
貧
女
と
出
合
い
､
彼
女
が

死
ん
だ
勝
花
の
生
き
寓
L
で
あ

っ
た
た
め
養
女
と
す
る
｡
そ
し
て
､

配
下
の
薄
大
尉
の
な
か
だ
ち
で
二
人
を
夫
婦
と
し
､
圃
園
を
迎
え
る
｡

物
語
の
中
心
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
南
戯
の
初
期
の
作
品
が
し
ば

し
ば
題
材
と
し
た
男
性
の
魚
心
､
す
な
わ
ち
科
撃
に
及
第
し
て
の
ち

柴
達
の
た
め
に
か
つ
て
の
妻
を
棄
て
る
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
そ
も
そ

も
､
明
の
徐
洞
が
『南
詞
叙
錬
』
に
南
戯
の
噂
矢
と
し
て
挙
げ
る
『題

長
女
』
と

『
王
魁
』
の
二
作
は
と
も
に
'
こ
う
し
た
魚
心
を
扱

っ
た
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作
品
で
あ

っ
た
d

『
遭
貞
女
』
は
'
『南
詞
叙
錬
』
が
｢宋
元
善
篇
｣
と
し
て
掲
げ
る

む
か
し

リ
ス
ト
の
冒
頭
に
『起
貞
女
葉
二
郎
』
と
し
て
見
え
､
｢即
ち

菖

伯

噌

親
を
棄
て
婦
に
背
き
'
暴
雷
の
為
に
震
死
せ
し
こ
と
､
里
俗
の
妄
作

也
､
寛
に
戯
文
の
首
と
な
す
｣
と
注
す
る
｡

ま
た
'
『
王
魁
』
は
と

い
え
ば
､
そ
の
二
番
目
に

『
王
魁
魚
種
英
』
と
し
て
挙
げ
る
も
の
と

お
そ
ら
く
は
同
じ
で
あ
-
'
｢
王
魁
､
名
は
俊
民
､
状
元
を
以
て
及

第
す
o
亦
た
里
俗
の
妄
作
也
､
周
密
の
斉
東
野
語
に
こ
れ
を
妨
ず
る

こ
と
詳
ら
か
な
-
｣
と
注
す
る
｡
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
魚
心
の
代

償
と
し
て
前
著
の
主
人
公
案
伯
噂
は
雷
に
打
た
れ
て
死
に
､
ま
た
､

後
者
で
は
主
人
公
王
魁
の
も
と
に
桂
英
の
亡
塞
が
現
わ
れ
て
そ
の
魚

心
を
罵
倒
し
'
や
が
て
死
に
至
る
と
い
う
'
悲
劇
的
な
結
末
を
持

っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

周
知
の
と
お
-
､
前
者
は
の
ち
に
元
末
の
高
明
に
よ
り
『
琵
琶
記
』

を
生
み
'
ま
た
後
者
は
元
の
備
仲
賢
に
よ
る
難
劇

『
海
神
廟
王
魁
負

桂
英
』
､
明
初
の
楊
文
至
に
よ
る
難
劇

『
王
魁
不
魚
心
』
(
い
ず
れ
も

侠
)
'
さ
ら
に
時
代
は
降
る
が
明
の
寓
歴
年
問
に
は
王
玉
峰

『
焚
香

記
』
と
い
っ
た
作
品
を
生
む
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
侍
仲
賢
の
作

張
協
状
元
戯
文
に
つ
い
て

(赤
松
)

(･･)
品
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
'
そ
れ
以
外
は
い
ず
れ
も
囲
園

を
も

っ
て
終
る
形
式
に
改
め
ら
れ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も
､
薙
劇
で
は
歌
唱
者
が

一
人
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
厳

し
い
制
約
が
あ
る
の
に
勤
し
､
南
厳
で
は
各
脚
色
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
唱

が
許
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
特
徴
は
､
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
役
で
あ

る
生
と
且
を
交
互
に
､
ま
た
封
照
的
に
措
い
て
ゆ
-
と
い
う
構
成
に

つ
な
が
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
構
成
の
た
め
の
格
好
の
題
材
と
し
て

選
ば
れ
た
の
が
男
女
の
離
合
で
あ
-
､
そ
し
て
男
性
の
魚
心
が
そ
の

契
棟
と
し
て
取
-
あ
げ
ら
れ
て
数
々
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
｡

明
の
沈
環
に
よ
る

『南
九
官
曲
譜
』
巻
四
に
収
め
る

｢集
青
侍
奇

名
｣
と
題
さ
れ
た

｢刷
子
序
｣
の
第

一
支
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
｡

書
生
魚
心
｡
叔
文
翫
月
謀
害
蘭
英
.
張
叶
身
条
播
貧
女
頓
忘

初
恩
｡
無
情
｡
李
勉
把
韓
妻
板
死
､
王
魁
負
侶
女
亡
身
｡
-

-

(書
生
の
魚
心
は
'
叔
文
月
を
翫
ん
で
蘭
英
を
謀
害
し
､
張
叶

身
柴
え
て
貧
女
を
ば
頓
に
初
恩
を
忘
れ
し
こ
と
｡
情
無
き
は
､

ころ

李
勉

饗
宴
を
ば
鞭
う
ち
て
死
し
､
王
魁

侶
女
に
背
き
て
身

を
亡
せ
し
こ
と
)
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こ
こ
で
は
､

陳
叔
文
'

張
叶

(協
)
､
李
勉
'

王
魁
と
い
っ
た
負

心
を
主
題
と
し
た
作
品
の
主
人
公
が
列
畢
さ
れ
て
い
る
｡
ま
さ
に
負

心
は
初
期
の
南
戯
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
あ
-
､

や
が
て
男
女
の
悲
歌
離
合
を
描
-
な
か
に
'
婦
徳
の
宣
揚
と
い
う
倫

理
的
な
側
面
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
と
も
に
､
裏
切
-
の
代
償
と
し
て

の
死
と
い
う
悲
劇
的
結
末
か
ら
､
男
性
に
と
っ
て
は
都
合
の
よ
い
と

い
う
し
か
な
い
囲
園

へ
と
奨
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
共
通
の
テ
ー
マ
を
持

っ
た
幾
つ
も
の
作
品
が

何
よ
-
も
そ
の
奇
を
競

っ
た
の
は
魚
心
の
の
ち
､
ど
う
圃
園
に
結
び

つ
け
る
か
と
い
う
鮎
に
あ
っ
た
｡
現
存
の
作
品
と
し
て
は
'
こ
の
『
張

協
状
元
』
､
『
琵
琶
記
』
が
そ
れ
で
あ
-
､
さ
ら
に

『
剤
欽
記
』
や
近

年
贋
東
省
の
古
墓
か
ら
宜
徳
年
間
の
抄
本
が
出
土
し
た

『金
欽
記
』

も
ま
た
そ
の
襲
型
で
あ
る
と
見
て
よ
い
O

と
こ
ろ
で
､
こ
の
作
品
に
お
い
て
主
人
公
張
協
の
科
挙
及
第
と
負

心
の
過
程
が
描
か
れ
る
第
二
十
七
出
か
ら
第
三
十
六
出
に
か
け
て
の

部
分
に
は
､
ス
ト
ー
リ
ィ
の
展
開
の
上
で
不
可
解
な
鮎
が
存
在
す
る
｡

ま
ず
､
第
二
十
七
出
で
は
'
梶
密
使
王
徳
用
の
娘
勝
花
の
差
し
出
す

潜
婿
の
申
し
込
み
の
し
る
L
で
あ
る
磯
鞭
を
頑
と
し
て
受
け
取
ら
ず
､

｢求
名
我
不
在
求
妻
｡
欺
諸
事
心
末
書
(二
豪
家
讃
把
飾
鞭
刺
｡
甚
橋

姻
又
入
人
意
｡

(私
は
名
を
求
め
る
の
で
あ
-
妻
を
求
め
よ
う
と
い

-
の
で
は
あ
-
ま
せ
ぬ
｡
歓
び
事
に
も
心
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
-
､

貴
顕
の
家
か
ら
み
だ
-
に
林
鞭
を
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
も
､
み
め
麗

し
き
女
性
が
私
の
心
に
か
な
い
ま
し
ょ
う
か
)｣
'
｢是
則
無
妻
我
身

自
不
由
己
｡

須
有
参
娼
在
家
郷
尤
未
知
｡

(妻
は
無
し
と
は
い
え
自

分
勝
手
に
は
で
き
ま
せ
ぬ
｡
故
郷
に
は
私
の
及
第
を
知
ら
ぬ
父
母
が

お
-
ま
す
故
)
｣
(｢大
聖
栗
｣)
と
､
故
郷
に
父
母
を
残
し
て
き
た
こ
と

を
理
由
に
結
婚
を
拒
絶
､

一
状
元
に
袖
に
さ
れ
た
勝
花
は
悔
し
さ
の

あ
ま
-
死
ん
で
し
ま
う
｡
と
こ
ろ
が
'
貧
女
が
は
る
ば
る
都
に
ま
で

尋
ね
て
き
て
み
る
と
､
全
-
相
手
に
し
な
い
ば
か
-
か
､
梓
州
茶
利

と
し
て
赴
任
の
途
中
､
貧
女
を
殺
め
よ
う
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
､
の
ち
に
貧
女
が
王
徳
用
に
養
女
と
し
て
引
き
取
ら
れ
､

い
わ
ば
勝
花
の
生
ま
れ
襲
わ
-
と
し
て
張
協
と
結
ば
れ
る
と
い
う
囲

園

へ
伏
線
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
､
稚
拙
と
し
か
い
い

よ
う
が
な
い
展
開
で
あ
る
｡

し
か
も
､
作
品
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

｢題
目
｣
に
は
次
の
よ
う

に
い

う
｡
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張
秀
才
慮
畢
往
長
安

王
貧
女
古
廟
受
飢
寒

呆
小
二
村
口
調
風
月

葬
強
人
大
同
五
鶏
山

張
秀
才

撃
に
鷹
じ
て
長
安
に
往
き

く
る

王
貧
女

古
廟
に
て
飢
寒
に
受
し
む

⑤

も
てあ
そ

呆
小
二

村
□

風
月
を

調

び

葬
強
人

大
い
に
五
鶏
山
を
間
が
す

｢題
目
｣
と
は
本
来
'
劇
全
鰹
を
要
約
す
る
も
の
で
､
古
い
形
態

を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の

『
永
禁
大
典
戯
文
三
種
』
及
び

陸
胎
典
抄
本

『
琵
琶
記
』
で
は
冒
頭
に
置
か
れ
､

1
万
の
ち
の
作
品

で
は
'
副
末
開
場
の
最
後
に
念
じ
ら
れ
る
下
場
詩
が
そ
れ
に
該
普
す

る
｡
そ
し
て
､
そ
の
末
句
が
作
品
名
と
な
っ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
作
品
で
は
他
の
三
種
と
は
異
な

っ
て
末
句
が

作
品
名
と
は
関
係
が
な
い
ば
か
-
か
､
ス
ト
-
リ
ィ
の
要
約
と
し
て

も
張
協
が
科
挙
に
鷹
ず
る
途
上
賊
に
襲
わ
れ
る
場
面
ま
で
の
も
の
で

し
か
な
い
｡

ま
た
'
作
品
の
冒
頭
で
南
敵
の
通
例
と
し
て
､
座
長
が
前
口
上
を

述
べ
､
劇
情
を
紹
介
す
る
い
わ
ゆ
る

｢副
末
開
場
｣
の
場
面
で
の
白

に

｢状
元
張
叶
侍
､
前
回
曾
演
､
汝
輩
搬
成
｡
這
番
書
合
､
要
奪
魁

名
｡
(状
元
張
協
侍
は
､

さ
き
に
も
舞
壷
に
か
け
ら
れ
､

お
ま
え
さ

ま
が
た
が
演
じ
ら
れ
た
｡
こ
ん
ど
は
書
合
が
､
天
下

一
番
の
評
判
を

張
協
状
元
戯
文
に
つ
い
て

(赤
松
)

奪
わ
ん
つ
も
-
)
｣
と
あ
-
､

さ
ら
に
'
張
協
が
科
挙
に
鷹
ず
る
途

上
に
賊
に
襲
わ
れ
る
場
面
ま
で
が
語
-
物
で
あ
る
請
官
調
に
よ
っ
て

語
ら
れ
'
｢郡
時
張
叶
性
分
如
何
｡

慈
璃
共
喜
鶴
岡
枝
､
書
凶
事
全

然
未
保
｡
似
悠
唱
説
諸
官
調
'
何
如
把
此
話
文
教
演
｡
(さ
て
こ
の

時
張
協
の
命
は
如
何
な
-
ま
し
た
の
や
ら
｡
ま
こ
と
に
慈
鴫
と
菩
鶴

が
枝
を
と
も
に
し
て
い
る
か
の
如
-
､
吉
凶
の
事
は
全
-
予
想
も
つ

き
ま
せ
ぬ
｡
か
-
諸
官
調
に
て
語
る
よ
-
は
､
こ
の
話
を
ば
芝
居
に

仕
組
む
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
)
｣
と
い
う
言
葉
を
合
園
に
､
芝
居
が
始

め
ら
れ
る
と
い
う
趣
向
を
持

つ
｡

以
上
に
述
べ
た
二
つ
の
鮎
か
ら
､
張
協
の
物
語
と
し
て
は
先
行
す

る
作
品
が
既
に
存
在
し
､
そ
れ
を
改
作
し
た
も
の
が
こ
の
作
品
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
､
と
-
わ
け
そ
の
後
牛
部
､
魚
心
か
ら
囲
園
に
至
る

部
分
は
こ
の
作
品
で
の
新
た
な
創
意
に
出
る
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
故
､

題
目
で
も
副
末
開
場
で
も
故
意
に
伏
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
魚
心
か
ら
圃
園

へ
の
接
合
部
が
必
ず
し
も
合
理
的

で
な
い
鮎
こ
そ
､
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
作
品
と
し
て
よ
-
素
朴
な
形

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
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二

さ
て
､
こ
の
作
品
に
は
生

･
旦

･
末

･
浄

･
丑

･
外

･
貼
且
の
七

種
の
脚
色
が
現
れ
､
生
と
且
が
終
始
張
協
と
貧
女
に
扮
す
る
の
を
除

い
て
､
他
は
す
べ
て
二
役
以
上
の
登
場
人
物
を
兼
ね
て
い
る
｡
と
-

わ
け
､
末

･
浄

･
丑
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
甚
だ
し
-
'
そ
れ
ぞ
れ
十

二
人
､
十
三
人
､
八
人
に
も
の
ぼ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
､

一
人
の

役
者
が
兼
ね
る
人
物
が
同
時
に
舞
蔓
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
ス
ト
-
リ
ィ
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
-
'
昔
時
の
劇
圏
が
七
人
程

度
の
俳
優
で
成
-
立

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
､
こ
の
作
品

が
そ
う
し
た
劇
圏
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
上
演
用
の
蔓
本
の
面

影
を
そ
の
ま
ま
停
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
､
外
は
作

品
の
冒
頭
､
第
二
出
と
第
五
出
で
は
張
院
の
父
に
､
第
十
五
出
以
降

の
場
面
で
は
王
徳
用
の
夫
人
に
扮
す
る
｡
静
や
丑
の
場
合
で
あ
れ
ば
､

本
来
が
道
化
役
と
い
う
男
女
を
超
え
た
強
烈
な
個
性
を
備
え
て
お
-
､

男
女
ど
ち
ら
に
も
扮
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
､
外
の
場
合
は
ほ
ぼ

男
性
に
限
ら
れ
て
お
-
､
甚
だ
異
例
で
あ
る
と
言
え
る
｡
こ
れ
も
'

お
そ
ら
-
は
上
演
時
の
劇
園
の
規
模
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

興
味
深
い
こ
と
に
､
浮
に
つ
い
て
見
た
場
合
､
同
じ

｢出
｣
の
中

で
違
う
人
物
に
扮
す
る
場
面
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
'
第
十
六
出
で

あ
-
､
ま
ず
､
貧
女
の
住
む
廟
に
柁
ら
れ
る
神
に
扮
し
､

一
旦
退
場

し
た
の
ち
､
今
度
は
つ
ね
日
頃
貧
女
の
面
倒
を
み
て
や

っ
て
い
る
李

大
公
の
妻
'
李
大
婆
に
扮
し
て
登
場
す
る
｡
そ
の
場
面
を
取
-
あ
げ

て
み
よ
う
｡
な
お
､
末
が
扮
す
る
の
が
李
大
公
で
あ
る
｡

(坐
)
大
婆
来
否
｡
(莱
)
大
婆
来
了
｡
(旦
)
大
婆
赤
脚
来
｡

(浄
撃
鞍
出
唱
)
先
来
是
我
脚
兄
小
｡
歩
三
寸
蓮
｡

(末
日
)

一
尺
三
寸
｡
(浄
摸
)
一
個
水
穴
､
閥
三
尺
横
在
廟
前
｡
(末
日
)

⑥

是
有

l
個
水
穴
｡
(浄
)
被
我
股
下
紡
鞍
兄
'
自
作
度
船

｡

無
論
､
李
大
婆
に
扮
し
た
浮
は
男
性
で
あ
-
､
そ
の
大
き
な
足
を

こ
と
さ
ら
見
せ
び
ら
か
す
か
の
よ
う
に
は
だ
し
で
登
場
'
ま
ず
､
女

性
の
小
さ
な
足
を
形
容
す
る
三
寸
の
金
運
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し

て
笑
わ
せ
､
末
が
合
い
の
手
を
入
れ
る
と
､
今
度
は
そ
の
大
き
な
-

つ
が
舟
に
な

っ
た
と
言

っ
て
は
ま
た
笑
わ
せ
る
｡
観
客
に
と
っ
て
は
､

彼
ら
が
何
役
を
も
兼
ね
て
い
る
の
は
自
明
で
あ
る
ば
か
-
か
､
そ
れ

を
い
わ
ば
逆
手
に
と
っ
て
笑
い
の
渦
に
巻
き
込
も
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
こ
-
し
た
道
化
役
た
る
浄
と
そ
の
分
身
と
も
い
え
る
丑
､
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そ
し
て
そ
の
相
方
で
あ
る
末
の
本
来
の
見
せ
ど
こ
ろ
は
'
こ
う
し
た

筋
の
運
び
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
滑
稽
な
や
-
と
-
で
あ
っ
た
｡

そ
う
し
た
例
を
､
い
ま

一
つ
畢
げ
て
み
る
｡
第
十
出
'
盗
賊
に
襲
わ

れ
て
負
傷
し
た
張
協
が
今
し
も
廓
に
逃
げ
込
ん
で
-
る

1
段
で
'
浮

は
そ
の
廟
に
和
ら
れ
た
神
､
末
は
部
下
の
善
悪
判
官
､
丑
は
小
鬼
に

扮
し
て
い
る
｡

(末
白
)
告
奪
紳
'
如
何
商
量
｡
(浄
)
移
我
供
床
興
宅
打
陸
｡

(莱
)
又
道
錦
被
堆
O

(浮
)
教
ii]興
貧
女
陸
'
及

(
極
)
弗

穏
便
｡
(莱
)
也
骨
自
暁
人
事
｡
(浄
)
昏
櫨
裏
又
騰
腰
､
ii]衆

供
淋
下
陸
｡
中
神
思
量
'
外
面
門
破
弗
好
看
､
叫
小
鬼
来
､
称

爾
個
権
化
作
両
片
門
｡
(末
)
判
官
如
何
倣
門
｡
(浄
)
且
叫
小

鬼
来
商
量
｡
(末
)
小
鬼
在
｡
疾
速
過
来
｡
(丑
倣
小
鬼
出
唱
)

-
-

(浄
自
)
状
元
張
叶
､
困
被
賊
劫
､
忽
到
此
来
､
我
心
快

快
｡
外
面
門
兄
､
破
得
蹟
鋲
｡
差
休
襲
作
､
不
得
梧
遅
｡
(丑
)

滞
日
只
作
得

1
片
門
.
邪

一
片
教
誰
倣
｡

(浮
)
判
官
在
左
汝

在
右
o
各
家
縛
了

1
隻
手
｡
有
人
到
此
忽
和
門
O
両
人
不
得
要

関
口
｡
(莱
)
好
似
呆
底
｡
(丑
)
告
尊
神
､
倣
殿
門
由
閑
､
只

伯
人
抜
去
倣
東
司
門
｡
(末
)
甚
般
薫
頭
｡
(浄
)
乗
依
貧
女
､

張
協
状
元
戯
文
に
つ
い
て

(赤
松
)

縛
佳
廟
門
｡
開
時
要
馨
､
閉
時
要
迷
｡
棉
棺
有
違
､
各
人
十
下

鉄
槌
｡
(丑
)
単
是
鉄
槌
､
又
着
打
釘
｡
(莱
)
釘
殺
了
称
｡
(浄
)

⑦

演

一
番
看
｡
(末
丑
倣
門
)
(有
介

)

相
聾
を
思
わ
せ
る
や
-
と
-
が
軽
快
な
テ
ン
ポ
で
績
-
こ
う
し
た

場
面
は
こ
の
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
､
浮
､
丑
､
末
の
三
つ
の
脚
色

は
そ
れ
ぞ
れ
が
扮
す
る
人
物
の
性
格
を
細
か
に
措
寓
す
る
こ
と
よ
-

も
'
こ
う
し
て
舞
垂
に
登
場
す
る
た
び
に
､
観
衆
の
咲
笑
を
得
る
こ

と
を
そ
の
第

一
の
役
目
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

と
-
わ
け
､
注
目
す
べ
き
は
こ
う
し
た
や
-
と
-
の
中
で
の
末
の

性
格
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
南
敵
に
お
け
る
末
､
す
な
わ
ち
副
末
は

劇
圏
の
座
長
が
塘
曹
す
る
脚
色
で
あ
り
､
彼
が
扮
す
る
人
物
は
劇
中

に
お
い
て
は
必
ず
し
も
重
要
な
役
で
は
な
い
が
､
劇
全
鮭
を
み
わ
た

し
総
轄
す
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
Q
そ
し
て
時
に
は
､
劇
中
か
ら
抜
け

⑧

で
て
観
客
に
対
し
て
語
-
か
け
た
-

'

あ
る
い
は
観
客
の
側
に
た
っ

て
浮
や
丑
の
や
-
と
-
を
冷
や
か
に
眺
め
た
-
す
る
こ
と
さ
え
あ
る

の
で
あ
る
｡

右
に
引
い
た
部
分
で
も
ま
ず

｢又
道
錦
被
堆

(錦
の
布
圃
積
み
重

ね
と
い
う
や
つ
で
す
な
)
｣
と
浮
の
言
葉
に
皮
肉
で
鷹
じ
る
｡

こ

の
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｢又
道
｣
と
い
-
言
い
方
は
'

『
琵
琶
記
』
な
ど
に
も
見
え
る
末
の
常

套
句
で
あ
-
､
い
ず
れ
も
成
語
的
な
表
現
を
用
い
て
皮
肉
を
浴
び
せ

る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
以
下
の
鷹
酬
の
車
で
も
､

常
に
韓
や
丑
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
､
時
に
は
い
わ
ば
劇
の
外
側
に

た
っ
た
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
､
浮
と
末
と
は
南
戯
や
元
薙
劇
に
先
立
つ
演
劇
形
態
で

あ
る
宋
の
薙
劇
に
お
け
る
中
心
的
な
脚
色
で
あ

っ
た
副
浮
と
副
末
を

受
け
縫
い
だ
も
の
で
あ
-
､
南
末
の
呉
自
牧
の

『
夢
梁
録
』
巻
二
十

⑨

な
ど
の
記
載

に

よ
れ
ば
､
副
樺
は

｢讃
喬
｣
､
す
な
わ
ち

｢
お
ど
け
｣

を
､

副
末
は

｢打
詳
｣
､
す
な
わ
ち

｢駄
酒
落
｣
を
得
意
と
す
る
も

の
で
あ
-
､
さ
ら
に
遡
れ
ば
､
唐
の
参
軍
戯
に
お
け
る
二
種
の
脚
色
､

参
軍
と
蒼
鶴
が
そ
れ
に
あ
た
る
｡
こ
の
作
品
に
お
け
る

｢打
評
｣
の

例
を
も
う

一
つ
挙
げ
て
み
よ
-
｡
第
二
十
八
出
､
李
大
公
の
息
子
､

李
小
二
に
扮
し
た
丑
が
豊
科
記
を
買
い
に
行
-
-
ど
-
で
の
や
-
と

-
で
あ
る
｡
浮
は
登
科
記
責
-
､
末
は
同
じ
-
豊
科
記
を
買
い
に
き

た
人
物
に
扮
し
て
い
る
｡

(丑
)
我
有
令
無
縁
老
婆
､
有
介

老
公
去
赴
試
､
寄
我
三
文

買
介

科
記
｡
(浄
)
買
登
科
記
｡
(丑
)
買
豊
科
記
､
亡
了
介
登
｡

(莱
)
借
候
蟻
燭

乗
｡
(丑
)
買
登
記
｡

(莱
)
豊
科
記
｡

(
丑

⑬

笑
)
又
忘
了
科
｡

(莱
)
失
路
狗
兄
｡

右
の
や
-
と
-
の
中
で
の
末
の
白
は
､
そ
れ
ぞ
れ

｢登
｣
と

｢燈
｣
､

｢科
｣
と

｢案
｣
が
同
音
で
あ
る
こ
と
に
操

っ
た
駄
酒
渚
で
あ
る
｡

こ
-
し
た
額
の
い
わ
ば
讐
閥
語
に
よ
る

｢打
評
｣
は
こ
の
作
品
の
中

で
も
多
数
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
'
ま
た
､
王
国
経
の

『優
語
録
』

や
任
二
北
の
『
優
語
集
』
に
多
数
集
め
ら
れ
た
歴
代
の

｢優
語
｣
､
す

な
わ
ち
侶
優
た
ち
の
滑
稽
な
､
ま
た
風
刺
に
富
ん
だ
や
-
と
-
の
中

の
か
な
-
の
部
分
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､

『
琵
琶
記
』
冒
頭
の
副
末
開
場
に
お
い
て
､

副
末
が

作
者
高
明
に
か
わ
っ
て
創
作
に
か
け
る
意
気
込
み
を
語
る

｢水
詞
歌

頭
｣
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
｡

休
論
括
科
打
評
､
也
不
尋
宮
数
詞
､
只
君
子
孝
輿
妻
賢
｡
(忠

ど
け
た
し
ぐ
さ
や
駄
酒
落
な
ど
問
題
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
｡
ま

た
官
詞
を
も
尋
ね
究
め
は
し
ま
せ
ぬ
｡
た
だ
ご
覧
な
さ
れ
､
子

の
孝
な
る
と
妻
の
賢
な
る
そ
の
姿
)
｣

か
-
否
定
し
っ
つ
も
､

『
琵
琶
記
』
の
中
に
は
､
道
化
役
に
よ
る

滑
椿
な
や
-
と
-
が
幾
例
も
兄
い
だ
さ
れ
る
O

こ
の
こ
と
は
､

｢打
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詳
｣
が
常
時
の
演
劇
に
お
い
て
如
何
に
不
可
敏
の
も
の
と
さ
れ
た
か

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ば
か
-
か
､
文
学
作
品
と
し
て
の
テ

キ
ス
ト
と
上
演
用
の
テ
キ
ス
ト
が
は
っ
き
-
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

⑪

な
る
明
代
後
期
以
降
の
作
品
､
例
え
ば

『
長
生
殿

』

の
よ
う
な
作
品

に
お
い
て
も
､
そ
の
や
-
と
-
を
具
鮭
的
に
記
す
こ
と
は
な
い
が
､

｢評
｣
と
い
う
表
示
で
も

っ
て
道
化
役
に
よ
る
滑
稽
な
や
-
と
-
を

清
人
す
べ
き
場
所
を
示
し
て
い
る
｡

一
方
､

『綴
目
表
』
な
ど
に
見

え
る
上
演
用
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
'
大
量
に
そ
れ
ら
を
兄
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
-
､
そ
の
多
-
は
､
役
者
た
ち
に
よ
っ
て
､

即
興
的
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
の
積
み
重
ね
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

こ
の

『張
協
状
元
』
劇
は
､
そ
も
そ
も

｢香
合
｣
で
作
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
｡
い
う
ま
で
も
な
-
そ
れ
は
､
戯
曲
作
品
が
ま
だ

｢讃

曲
｣
と
い
う
か
た
ち
で
の
鑑
賞
法
を
持
た
ず
､
脚
本
の
作
者
と
そ
れ

を
舞
蔓
で
演
ず
る
役
者
た
ち
が
極
め
て
近
い
距
離
に
あ

っ
た
時
期
の

作
品
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
の
ち
の
文
学
作
品
と
し
て
の
テ
キ
ス

ト
で
は
記
さ
れ
な
い
よ
う
な
細
か
な
や
-
と
-
が
記
さ
れ
て
お
-
､

し
か
も
､
そ
れ
ら
は
ず

っ
と
後
の

『
綴
白
表
』
な
ど
の
上
演
用
テ
キ

張
協
状
元
戯
文
に
つ
い
て
(赤
松
)

ス
ト
を
坊
棟
と
さ
せ
る
形
態
を
も

っ
て
い
る
｡
南
戯
は
元
末
の

『
琵

琶
記
』
と
い
わ
ゆ
る

｢剤
劉
拝
殺
｣
の
四
作
品
の
出
現
を
も

っ
て
復

興
を
遂
げ
た
と
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
が
､
そ
れ
以
前
す
で
に
南
末
期

に
は
演
劇
と
し
て
高
い
水
準
に
あ

っ
た
こ
と
を
こ
の
作
品
は
何
よ
-

も
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

注
①

岩
城
秀
夫
氏

｢温
州
耗
劇
俸
存
考
｣
(
一
九
七
六
年
'
『
日
本
中
国
学

合
報
』
第
二
八
集
)'
鏡
南
揚
氏

『
永
楽
大
典
駄
文
三
種
校
注
』
(
1
九

七
九
年
'
中
華
書
局
)
ほ
か
o
但
し
後
者
で
は
'
『
怪
門
子
弟
錯
立
身
』

に
つ
い
て
は
'
金
の
滅
亡
後
'
南
末
の
滅
亡
以
前
の
時
期
の
作
品
で
は

な
い
か
と
す
る
｡

④

前
掲
の
岩
城
秀
夫
氏

｢温
州
薙
劇
俸
存
考
｣.

④

前
掲
の
『
永
楽
大
典
戯
文
三
種
校
注
』｡

④

鍾
嗣
成

『錬
鬼
簿
』
巻
上
'
曹
棟
亭
本
で
は
『海
神
廟
王
魁
魚
種
英
』

と
L
t
天
一
関
本
で
は
『
負
桂
英
』
と
し
て
､
題
目
正
名
に

｢海
神
活

取
命
'
王
魁
負
桂
英
｣
を
掲
げ
'
ま
た

『殖
熊
襲
府
』
巻
十
一
に
は
'

桂
英
が
王
魁
の
負
心
を
海
神
に
訴
え
る
内
容
を
持
つ
嬰
調
薪
水
令
以
下

の
l
折
を
収
め
る
o
恐
ら
-
は
'
王
魁
の
死
を
以
て
終
る
形
を
取
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
｡

⑨

｢村
｣
下
一
字
を
脱
し
､
鏡
南
揚
の
校
注
に
よ
れ
ば
'
｢乱
暴
に
も
｣

と
い
っ
た
意
味
の
｢村
沙
｣
で
あ
ろ
-
と
す
る
｡
第
十
二
出
'
李
大
公
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中
国
文
畢
報

第
五
十
倍

の
息
子
李
小
二
が
貧
女
に
求
婚
す
る
-
だ
-
を
指
す
o

⑨

(坐
)
婆
さ
ん
は
や
っ
て
来
た
か
｡

(莱
)
婆
さ
ん
来
ま
し
た
ぜ
｡

(旦
)
お
婆
さ
ん
裸
足
で
来
ま
し
た
よ
｡
(浮
が
靴
を
手
に
ぶ
ら
ざ
げ
て

登
場
､
唱
う
)
先
頃
は
私
の
脚
も
小
さ
-
て
'
ま
さ
に
三
寸
の
金
蓮
を

歩
ま
せ
と
い
う
と
こ
ろ
｡
(末
の
せ
-
ふ
)

一
尺
三
寸
じ
ゃ
ろ
｡
(浄
緯

け
て
唱
う
)
水
穴
が

一
つ
'
廉
さ
三
尺
ば
か
-
の
が
廟
の
前
に
あ
っ
て
O

(末
の
せ
-
ふ
)
た
し
か
に
水
穴
が

l
つ
あ
っ
た
わ
な
｡
(浄
)
こ
の
靴

を
脱
い
だ
お
か
げ
で
'
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
が
渡
し
舟
に
な
-
ま
し
た
わ
な
｡

⑦

(末
)
紳
さ
ま
に
申
し
上
げ
ま
す
｡
い
か
が
取
-
計
ら
い
ま
し
ょ
う
｡

(浄
)
我
が
供
物
重
に
そ
の
男
を
眠
ら
せ
よ
｡
(末
)
錦
の
布
圃
積
み
重

ね
と
い
う
や
つ
で
す
な
｡

(浄
)
そ
の
男
を
貧
女
と
一
緒
に
眠
ら
せ
れ

ば
'
た
だ
で
は
す
ま
ぬ
｡
(莱
)
や
は
-
人
の
世
の
こ
と
を
御
存
知
で
｡

(浄
)
紙
鎖
の
櫨
は
汚
い
L
t
そ
の
男
は
供
物
重
の
下
で
眠
ら
せ
よ
｡

思
う
に
'
外
の
扉
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
格
好
が
悪
い
｡
小
鬼
を
呼
ん
で
'
お

等
え
と
二
人
で
雨
の
扉
に
化
け
て
お
れ
.

(莱
)
私
め
が
ど
う
し
て
扉

に
な
れ
ま
し
ょ
う
｡
(浄
)
と
-
あ
え
ず
小
鬼
を
呼
ん
で
'
相
談
し
ろ
｡

(莱
)
小
鬼
は
お
る
か
｡
急
い
で
や
っ
て
来
い
｡

(丑
が
小
鬼
に
扮
し

て
登
場
'
唱
う
)
(
中
略
)
(浮
)
状
元
の
張
協
'
賊
に
襲
わ
れ
て
'
ま

も
な
-
こ
こ
に
来
る
こ
と
と
な
っ
た
.
我
が
心
中
は
た
い
そ
-
気
が
か

-
じ
ゃ
｡
外
の
屍
は
壊
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
｡
お
ま
え
に
扉
に
化
け
て
も
ら

お
う
｡

ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
は
な
ら
ぬ
｡

(丑
)

一
人
じ
ゃ
片
方
の
扉
に
し

か
な
れ
ま
せ
ぬ
'
も
う

一
方
は
誰
に
な
ら
せ
る
お
っ
も
-
で
｡

(浄
)

判
官
が
左
'
お
ま
え
が
右
'
お
の
お
の
1
万
の
手
を
縛
-
つ
け
よ
O
誰

か
が
い
き
な
-
扉
を
叩
こ
う
と
'
二
人
と
も
ロ
を
闘
い
で
は
な
ら
ぬ
｡

(末
)
な
ん
と
も
馬
鹿
ら
し
い
.
(丑
)
融
さ
ま
に
申
し
上
げ
ま
す
o
廟

の
扉
に
な
る
の
は
ま
だ
い
い
と
し
て
'
誰
か
が
は
ず
し
て
持
っ
て
行
き

便
所
の
扉
に
で
も
し
た
ら
｡
(莱
)
臭
い
の
何
の
｡
(浮
)
貧
女
に
頼
ん

で
廟
の
扉
を
縛
-
付
け
て
も
ら
え
｡
開
-
時
は
書
を
た
て
'
閉
じ
る
時

は
ぴ
っ
た
-
と
.
少
し
で
も
間
違
い
が
あ
れ
ば
'
そ
れ
ぞ
れ
滅
槌
十
回

じ
ゃ
ぞ
o
(丑
)
鉄
槌
ば
か
-
か
'
釘
で
打
た
れ
る
わ
o
(莱
)
釘
で
打

ち
殺
す
ぞ
｡
(浄
)
一
度
や
っ
て
み
ろ
｡
(末

･
丑

扉
に
な
る
)
(ひ
と

し
き
-
し
ぐ
さ
)

三
十
二
出
に
は
'
王
徳
用
の
堂
後
官
に
扮
す
る
末
が
観
客
に
射
し
て

語
る
､
｢看
底
'
莫
造
水
性
従
来
無
定
准
'
這
頭
方
了
郡
頭
囲
｡
(
以
下

略
V
L
と
い
っ
た
白
が
見
え
る
｡
な
お
'

こ
の
三
十
二
出
は
前
年
に
外

(壬
夫
人
)'
丑

(王
徳
用
)
'
貼
且

(勝
花
)
'
浄

(侍
女
)
に
よ
る

一
段
が
あ
-
'
四
人
が

一
旦
退
場
し
た
上
で
'
新
た
に
末
が
現
わ
れ
る
｡

そ
の
際
の
白
が
右
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
L-
'
あ
る
い
は
こ
こ
で
分
出
す

べ
き
か
も
知
れ
な
い
｡

『
夢
梁
銀
』
巻
二
十
に
'
｢
末
泥
色
主
張
'
引
戯
色
分
付
'
副
浄
色

蒙
喬
'
副
末
色
打
詳
'
或
添

1
人
'
名
目
装
孤
｣
と
あ
る
｡

(丑
)
お
い
ら
に
や
無
線
の
女
房
が
い
て
'
そ

の
旦
那
が
科
肇
を
受

級
'
お
い
ら
は
三
文
よ
こ
さ
れ
て
科
記
を
買
い
に
や
ら
さ
れ
た
｡
(浄
)

登
科
記
を
買
い
に
で
あ
ろ
-
0
(丑
)
登
科
記
を
買
い
に
'
じ
ゃ
｡
登

を
忘
れ
て
お
っ
た
｡
(末
)
鳩
燭
を
借
-
て
来
い
O
(丑
)
登
記
を
-
れ
｡

(丑
'
笑
っ
て
)
今
度
は
科
を
忘
れ
て
お
っ
た
｡

(末
)
迷
子
の
犬
じ
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や
な
｡

な
お
へ
こ
の
部
分
は
銭
南
揚
氏
の
校
定
に
従
っ
た
｡
原
文
で
は
最
初

の
丑
の
日
に
見
え
る

｢
買
介
科
記
｣
は

｢
買
十
記
｣
に
作
-
'
ま
た
三

番
目
の
丑
の
日
に
見
え
る
｢
買
登
記
｣
は

｢
買
科
記
｣
に
作
る
｡

⑪

例
え
ば
'
そ
の
第
十
五
駒

｢進
果
｣
に
は
'
小
生
の
扮
す
る
目
の
不
自

由
な
占
い
師
が
姦
枝
を
献
上
す
る
途
上
の
急
便
の
馬
に
暗
み
殺
さ
れ
'

や
は
-
目
の
不
自
由
な
そ
の
母
親
に
扮
す
る
韓
が
泣
-
泣
-
退
場
す
る

部
分
に
'
｢
笑
'
詳
下
｣
と
あ
る
o

壌
協
状
元
撒
文
に
つ
い
て

(赤
松
)


