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盧

子

『
逸

史
」
考

中

島

長

文

一
、
 
『
逸
史
』
論
1

そ
の
思
想
と
性
格
 
 
 
二
、
著
録
 
 
 
三
、 
『逸
史
』
と

『
史
録
』
 
 
 

四
、 
『
逸
史
』
と
雲
笈
七
籤
本

『神

仙
感
遇
伝
』
 
 
 

五
、
現
行
諸
本
 
 
 
六
、
著
者

 
唐

代
の
小
説

と
目
さ
れ
る
も
の
の
中
に

『
逸
史
』
と
い
う
書
が
あ
る
。
原
本
は
早
く
散
佚
し
て
し
ま

っ
て
元
の
形
を
見
る
こ
と
は
で
ぎ
な

い
。
し
か
し

『
太
平
広
記
』
を
は
じ
め
小
説
の
叢
書
や
類
書
の
中
に
か
な
り
の
分
量
が
残

っ
て
い
て
、
そ
の
大
概
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き

る
。

そ
の

『逸
史
』

に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と
の
報
告
と
、
で
ぎ
る
だ
け
正
確
な
テ
キ
ス
ト
の
提
供
と
が
こ
の
作
業
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の

文
章

は
テ
キ
ス
ト
の
輯
校
と
同
時
に
書
か
れ
、
テ
キ
ス
ト
と
合
せ
て

『外
国
学
研
究
』
二
二
巻

(中
国
旧
小
説
研
究
 
神
戸
市
外
国
語
大
学

研
究
所

・
一
九
九
〇
)
に
掲
載
の
予
定
で
あ

っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
テ
キ
ス
ト
と
分
離
し
て
こ
こ
に
載
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
拙
文
は

テ
キ

ス
ト
と
の
併
載
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
前
記

『外
国
学
研
究
』
所
載

の
テ
キ
ス
ト
ー-
輯
校
盧
子

『
逸
史
』
を
参
照
の
う

え
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(1)



一
、 
『逸
史
』
論
ー

そ
の
思
想
と
性
格

 
書

物
そ
の
も
の
は
佚
書
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
け
れ
ど
も
、
幸
い
な
こ
と
に
そ
の
序
文
が
明
抄
本

『説
郛
』
に
採
ら
れ
て
い
て
、
書
物
成
立

の
経
緯
等
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

 
 
盧
子
は

『史
録
』
を
仕
上
げ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
聞
見
の
な
か
で
も
不
可
思
議
な
こ
と
が
ら
を
集
め
て
、
『
逸
史
』

と
名
づ
け
た
。
そ

 
 

こ
に
示
さ
れ
た
神
仙
の
自
在
な
変
身
、

幽
冥
界
と
の
交
感
、

宿
命
に
よ
る
世
俗
の
浮
沈
、

禍
福
の
預
知
な
ど
、

い
ず
れ
も
事
実
を
採

 
 

っ
て
そ
の
欠
を
補

っ
た
の
で
あ
る
。

全
部
で
四
十
五
条
を
記
し
た
が
、

す
べ
て

わ
が
唐
朝
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

時
に
大
中
元
年
八

 
 
月
。

と
あ
る
。
こ
の
序
文
に
表
わ
れ
た
だ
け
で
も
、
ま
ず
著
者
に
つ
い
て
、
そ
し
て

『史
録
』
と

『逸
史
』
と
の
関
係
、
さ
ら
に

『広
記
』
に
保

存
さ
れ
た
も
の
と
比
べ
た
ば
あ
い
に
は
た
だ
ち
に
分
量
の
こ
と
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
た
問
題
は
か
な
り
め
ん
ど
う
な
要
素
を
含
ん

で
い
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
に
譲
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず

『広
記
』
に

『
逸
史
』

と
し
て
保
存
さ
れ
た
文
章
を
対
象
と
し

て
、
そ
の
思
想
的
な
内
容
や
小
説
の
性
格

の
問
題
に
踏
み
こ
ん
で
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
唐
代
小
説
の
流
れ
ー

唐
代
の
小
説
史
は

主
と
し
て
志
怪
か
ら
伝
寄
へ
と
展
開
す
る
。
そ
れ
は
中
国
の
小
説
が
史
上
は
じ
め
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
と
自
立
す
る
過
程
で
も
あ
る
ー

の

中
で
、
『逸
史
』
が
結
局
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
を
見
定
め
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

 
文
学
史
上
の
優
れ
た
作
品
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
時
代
背
景
を
も
含
め
て
作
品
に
近
づ
く
度
合
に
応
じ
て
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
開

示
す
る
。
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
の
は
甚
だ
あ
い
ま
い
な
概
念
だ
が
、
鑑
賞
的
立
場
か
ら
い
え
ば
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
も
そ
れ
だ
け
で
十
分
で

あ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
て
お
く
。
お
も
し
ろ
さ
の
絶
対
的
容
量
と
で
も
い
っ
た
も
の
が
、
作
品
鑑
賞
者
に
と
っ
て
の
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文
学
的
価
値
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
『逸
史
』
の
も
つ
文
学
的
価
値
は
ご
く
小
さ
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
題
や
そ

の
処
理
の
し
か
た
、

表
現
技

術
か
ら
作
者
の
作
品
に
対
す
る
対
し
か
た
ま
で
を
含
め
て
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
の
噂
さ
話
集
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
作
品
群
な
の

で
、
文

学
史
上
で
は
ふ
つ
う
黙
殺
し
て
顧
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
の
中
で
わ
た
し
が
比
較
的
気
に
入

っ
て
い
る
も
の
が

二
つ
あ
る
。

 
そ

の

一
つ
は
71

「樊
沢
」
(数
字
は

「輯
校
」
の
検
索
番
号
。
以
下
同
じ
)
の
墓
泥
坊
の

話
で
あ
る
。
死
ん
で
も

我
欲
の
張

っ
た
亡
者
の

た
め

に
、
墓
泥
坊
夫
婦
が
御
用
に
な
る
話
な
の
だ
が
、
か
れ
ら
の
ふ
る
ま
い
が
実
に
お
も
し
ろ
い
。
墓
泥
を
す
る
ば
あ
い
ど
の
よ
う
に
す
る

か
。
お
縄
を
頂
戴
し
た
泥
坊
の
自
供
。
「
て
ま
え
ど
も
は
ま
ず
酒
を

燗

い
た
し
ま
し
て
…
…
棺
を
開
け
ま
す
る
と
、

亡
者
と
酒
を
酌
み
か
わ

す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
て
ま
え
が
ま
ず

一
献
、
そ
し
て
申
し
ま
す
。
客
人
が

一
献
ご
所
望
の
よ
う
す
、
と
。
そ
し
て
酒

を
亡
者

の
口
に
注
ぎ

い
れ
、
申
し
ま
す
。
ご
主
人
様

一
献
お
召
し
に
な
り
ま
し
た
、
と
。
ま
た
妻
も

一
献
、
い
た
だ
き
終
り
ま
す
と
、
て
ま
え
す
か
さ
ず
申
し
ま

す
。
さ

て
酒
代
は
ど
な
た
が
。
す
る
と
妻
が
承
け
て
、
酒
代
は
ご
主
人
様
持
ち
、
と
。
そ
う
し
て
お
も
む
ろ
に
衣
服
財
宝
を
頂
戴
い
た
す
の

で
ご
ざ

い
ま
し
て
…
…
」
こ
の
部
分
、
『
世
説
』
に
入
れ
て
も

い
さ
さ
か
の
遜
色
も
な
い
。
実
に
礼
を
心
得
、

ユ
ー
モ
ア
を
解
す
る
泥
的
で

あ
る
が
、
こ
う
い
う
人
物
が
枯
木
に
殪
れ
た
の
は
な
ん
と
も
惜
し
い
気
が
す
る
。
も

っ
と
も
墳
墓
の
盗
掘
は
中
国
に
厚
葬

の
風
が
起

っ
て
以

来
、
れ

っ
き
と
し
た
集
団
的
職
業
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
程
度

の
こ
と
は
単
に
そ
う
し
た
職
業
に
附
随
す
る
儀
式
の

一
つ
に
過
ぎ
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
。
現
に
同
じ
く
当
時
の
伝
奇
集
で
あ
る

牛
僧
孺
の

『玄
怪
録
』
に
も
墓
泥
坊
の
話

(巻
三

「
盧
公
渙
」)
が
出
る
が
、
そ
こ
で
は

墓
門

の
前
で
ま
ず
呪
文
を
唱
え
、
斎
戒
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
に
は
盗
掘
に
先
立

っ
て
す
る
墓
主
の
幽
鬼
を
被
う
た
め
の
職
業
的
習
俗

が
透
け

て
見
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て

『逸
史
』
の
方

の
は
事
前
に
誦
呪
斎
戒
と
い
う
死
者

へ
の
儀
礼
を
欠
い
た
、

つ
ま
り
こ
の
職
業
的
世
界

の
掟
を
忘
れ
て
現
実
的
な
話
ー

板
除
の
礼
が
た
だ

の
取
引
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
志
怪
の
時
代
か
ら
伝
奇
の
時
代

(3)



へ
の
接
近
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
…

ば
か
り
し
た
た
め
に
、
保
守
的
な
墓
主
の
不
興
を
買
い
、
そ
の
た
め
に
捉
ま

っ
た
、
実
は
礼
を
心
得

な
い
ず
ぼ
ら
な
新
式
の
泥
的
で
あ
っ
た
と
読
む
ほ
う
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
も
う

一
つ
は
75
の
「李
相
公
」。
李
が
嵩
山
で
病
ん
だ
鶴
に
遇

っ
た
。
鶴
が
ど
う
し
て
人
語
を
話
す
の
か
知
ら
ぬ
が
、
そ
こ
は
志
怪
、
少
し

も
お

か
し
く
は
な
い
。
そ
の
鶴
が
自
分
の
病
を
癒
す
に
は
人
間
の
血
が
要
る
と
い
う
。
李
公
は
着
物
を
脱
い
で
血
を
採
ろ
う
と
す
る
が
、
鶴

は
ほ
ん
と
う
の
人
間
の
血
で
な
い
と
だ
め
で
、
自
分
の
睫
毛
を
抜
い
て
、
こ
れ
を
か
ざ
せ
ば
ほ
ん
と
う
の
人
間
が
見
つ
け
ら
れ
る
か
ら
、
洛

陽
に
往

っ
て
捜
し
て
く
れ
と
い
う
。
李
公
は
そ
れ
で
洛
陽
に
往
く
が
、
途
中
そ
れ
を
か
ざ
し
て
自
分
の
顔
を
見
る
と
ー

ど
う
し
て
自
分
の

顔
を
見
た
の
か
は
書

い
て
な
い
i

馬
の
顔
を
し
て
い
た
。
洛
陽
で
遇

っ
た
者
た
ち
も
た
い
て
い
が
犬
や
豚
や
ロ
バ
で
、
人
間
の
顔
を
し
た

も
の
は
た

っ
た

一
人
の
お
じ
い
さ
ん
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
李
は
訳
を
話
し
て
お
じ
い
さ
ん
の
血
を
も
ら
い
鶴
を
助
け
て
や
る
と
い
う
話

で
あ
る
の
だ
が
、
ほ
ん
と
う
の
人
間
は
め

っ
た
に
居
な
く
て
、
ほ
と
ん
ど
は
人
間
の
皮
を
か
ぶ

っ
た
馬
や
犬
や
豚
や
ロ
バ
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。

馬
や
犬
た
ち
に
は
気

の
毒
な
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
を
と
り
出
せ
ば
い
つ
の
時
代
に
も
通
用
す
る
ず
い
ぶ
ん
と
諷
刺
の
効
い

た
話

で
あ
る
。

 
し
か
し
実
際
の
作
品
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
立
派
な
材
料
も
歴
史
家
先
生
の
手
に
か
か

っ
て
な
ん
と
も
く
だ
ら
な
い
た
だ
の
寃
魂
復
讐
譚

的
な
話
や
神
仙
譚
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
『伝
奇
」
や

『
異
聞
集
』
等
に
集
め
ら
れ
た
唐
代
の
作
品
を
見
れ
ば
、
唐
代
小
説
は
こ
れ
ら
を

『世
説
』
に
入
れ
う
る
も
の
に
仕
立
あ
げ
る
技
倆
は
優
に
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
。

こ
の
程
度
の
素
材
は
ま
だ
い
く
つ
か
は
あ
ろ

う
。

し
か
し

『逸
史
』
の
諸
篇
は
文
学
作
品
と
し
て
は
や
は
り
い
ず
れ
も
あ
ま
り
上
乗
で
は
な
い
。
現
代
と
い
う
時
点
か
ら
、
小
説
の
古
典

と
し

て
み
て
そ
れ
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
心
に
届
く
も
の
を
も

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。
そ
れ
で
は

『
逸
史
』
が
ま

っ
た
く
価
値
が

な
い
の
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
古
典
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
が
小
さ
い
と
い
う
だ
け
で
あ

っ
て
、
他
の
面
で
は
そ
れ
な
り

(4)



の
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
仙
境

の
描
写
で
は
古
来
の
伝
承
の
多
く
を
止
め
て
い
る
し
、
冥
界

・
異
界
游
行
や
再
生
譚
は
異
界
と
の

交
通

の
方
法
な
い
し
仮
死
体
験
と
も
い
う
べ
き
こ
と
が
ら
ー

そ
れ
ら
は
時
代
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
語
り
継
が
れ
書
き
継

が
れ

て
い
る
間
に
、
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に

一
定

の
型
を
も
ち
、
類
型
と
し
て
抽
出
で
き
る
程
度
に
達
し
て
い
る
ー

を
伝
え
て
い
る
し
、
聖

な
る
も
の
、
尊
貴
な
る
も
の
が
最
も
汚
く
賤
し
い
も
の
と
し
て
示
現
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
取
出
せ
る
な
ど
、
民
俗
学
や
宗
教
学
の
視
点

か
ら
検
討
を
加
え
れ
ば

当
時
の
入

々
の

精
神
や
意
識
の
状
態
を
知
る
う
え
で
有
効
な
素
材
と
し
て
生
ぎ
て
く
る
も
の
が

か
な
り
あ
る
だ
ろ

う
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
の
当
面
の
課
題
で
は
な
い
。
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
と
い
う
中
国
小
説
史
の
過
程
に
お
い
て
、
結
論
を
先
取
り
す

れ
ば

『逸
史
』
は
お
そ
ら
く
志
怪
の
最
後

の
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、

こ
こ
で
は
す
べ
て
小
説
史
の
資
料

と
し
て
の
み
扱
う
こ

と
に
す
る
。

 
い
ま

『太
平
広
記
』
に

「
逸
史
に
出
づ
」
と
称
さ
れ
る
も
の
は
重
出
を
除
く
と
計
七
十
五
篇
を
数
え
る
。
こ
の
数
字
は
現
在
知
ら
れ
る
全

佚
文

の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
を
占
め
、

量
的
に
も
質
的

に
も

『広
記
』
採
録
本

『逸
史
』
を
か
な
り
の

程
度
代
表
し
う
る
と

考
え
ら
れ

る
。
「
輯
校
」
に
輯
め
た
も
の
の

一
覧
を
次
に
挙
げ
、
『
広
記
』
の
巻
数
と
分
類
を
示
す
。

 
 
 
 
1

盧
李

二
生

巻

一
七

 

神
仙

 

 

 

 

 

 

 
5

呂
生

 

 

巻
壬

二
 

神
仙

 
 
 
 
2
 
李
林
甫
 
 
巻

一
九
 
 
 〃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
姚
泓
 
 
 
巻
二
九
 
 
 〃

 
 
 
 
 
 
又

〔
安
禄
山
術
士
〕
巻
七
六

 

方
士

 

 

 

 
 
7

斉
映

 

 
巻
三
五

 
 

〃

 
 
 
 
3
 
羅
公
遠
 
 
巻
二
二
 
 
神
仙
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 
魏
方
進
弟
 
巻
三
六
 
 
 〃

 
 
 
 
4

崔
生

 
 
巻
二
三

 

〃

 

 

 

 

 

9

楊
越
公
弟

巻
三
七

 

〃

(5)



10
 
劉
晏
 

 

 巻
三
九
 

 
神
仙

11
 
章
仇
兼
瓊
 
巻
四
〇
 
 
 
〃

12
 
黄
尊
師
 
 
巻
四
二
 
 
 
〃

13
 
裴
老
 
 
 
巻
四
二
 
 
 
〃

14
 
李
虞
 
 
 
巻
四
二
 
 
 
〃

15
 
賈
耽

 
 
 
巻
四
五
 
 
 〃

16
 
瞿
道
士
 
 
巻
四
五
 
 
 〃

17
 
李
吉
甫

 
 
巻
四
八
 
 
 〃

18
 
白
楽
天
 
 
巻
四
八
 
 
 〃

19
 
李
元
 
 
 
巻
四
八
 
 
 〃

20
 
張
及
甫
 

 
巻
四
九
 

 

〃

21
 
鄭
居
中
 
 
巻
五
五
 
 
 〃

22
 
太
陰
夫
人
 
巻
六
四
 
 
女
仙

23
 
虞
郷
女
子
 
巻
六
五
 
 
 〃

24
 
蕭
氏
乳
母
 
巻
六
五
 
 
 
〃

25
 
呉
清
妻
 
 
 巻
六
七
 
 
 
〃

26
 
馬
士
良
 
 
巻
六
九
 
 
 〃

27
 
許
飛
瓊
 
 
巻
七
〇
 
 
女
仙

28
 
騾
鞭
客
 
 
巻
七

二
 
 
道
術

29
 
鄭
君
 
 
 
巻
七
三
 
 
 
〃

30
 
陳
生
 
 
 
巻
七
四
 
 

〃

31
 
周
隠
克
 
 
巻
八
〇
 
 
方
士

32
 
張
士
政
 
 
巻
八
〇
 
 
 〃

33
 
治
針
道
士
 
巻
八
三
 
 
異
人

34
 
宋
師
儒
 
 
巻
八
四
 
 
 
〃

35
 
唐
慶
 

 
 
巻
八
四
 

 

〃

36
 
迴
向
寺
狂
僧
 
巻
九
六
 
異
僧

37
 
華
陽
李
尉
 
巻

=

一
二
 

報
応

38
 
鄲
卒
 
 
 
巻

一
二
二
 
 
〃

39
 
楽
生
 
 
 
巻

一
二
二
 
 
〃

40

宋
申
錫

 
 
巻

一
二
二
 

〃

41

 
盧
叔
倫
妻

巻

一
二
五
 
 
〃

42

 
盧
叔
敏

 

 
巻

一
二
七

 
 
〃

43
 
公
孫
綽
 
 
巻

一
二
八
 
 
〃

(6)



44
 
厳
武
盗
妾
 
巻

二
二
〇
 
報
応

45
 
尉
遅
敬
徳

 
巻

一
四
六
 
定
数

46
 
崔
円

 
 
 
巻

一
四
八
 
定
数

47
 
術
士
 
 
 
巻

一
四
九
 
 〃

48
 
李
栖
笏
 
 
巻

一
四
九
 
 
〃

49
 
孟
君
 
 
 
巻

一
五

一 

〃

50
 
盧
常
思
 
 
巻

一
五

一 

〃

51
 
李
公
 
 
 
巻

一
五
三
 
 
〃

52
 
李
宗
回
 
 
巻

一
五
三
 
 
〃

53
 
李
藩
 
 
 
巻

一
五
三
 
 
〃

54

袁
滋

 

 
巻

一
五
三

 

〃

 
 
又

巻
三
八
八

悟
前
生

55
 
崔
潔
 
 
 
 巻

一
五
六
 
定
数

56
 
李
敏
求
 
 
巻

一
五
七
 
 
〃

57
 
李
君
 
 
 
巻

一
五
七
 
 
〃

58
 
鄭
還
古

 
 
巻

一
五
九
 

 〃

59
 
孟
簡
 
 
 
巻

一
七
二
 
精
察

60
 
牛
錫
庶
 
 
巻

一
八
〇
 
貢
挙

61
 
李
蕃
 
 
 
巻
二
〇
四
 
楽

62

 
李
参
軍

 

 
巻
二
二
四
 
相

63
 
奚
陟
 
 
 
巻
二
七
七
 
夢

64
 
王
播

 
 
 
巻
二
七
八
 
〃

65
 
皇
甫
弘
 

 
巻
二
七
八
 
〃

66
 
蕭
復
弟
 
 
巻
三
〇
五
 
神

67
 
裴
度
 
 
 
巻
三
〇
七
 

〃

68
 
東
洛
張
生
 
巻
三
五
七
 
夜
叉

69
 
李
主
簿
妻
 
巻
三
七
八
 
再
生

70
 
厳
安
之
 
 
巻
三
九
〇
 
塚
墓

71
 
樊
沢
 
 
 
巻
三
九
〇
 
 
〃

72
 
開
元
漁
者
 
巻
四
〇
五
 
宝

73
 
凌
波
女
 
 
巻
四
二
〇
 
龍

74
 
張
公
洞
 
 
巻
四
二
四
 

〃

75
 
李
相
公
 
 
巻
四
六
〇
 
禽
鳥

76
 
任
生
 
 
 
 『
詩
話
総
亀
』 
(以
下
略
)

(7)



 

こ
れ
ら
の
諸
篇
を
そ
の
話
の
内
容
に
よ

っ
て
、 
つ
ま
り

『
広
記
』
の
分
類
を

さ
ら
に
簡
略
に
し
て

括

っ
て
み
る
と
大
略
次
の
よ
う
に
な

る
。

 
 
 
 
A
神
仙

・
女
仙
 
1
～
27

・
72

・
74

・
75
 
 
 
計
30

 
 
 
 
B
道
士

・
方
士

・
異
人

・
異
僧
 
28
～
36

・
61
 
計
10

 
 
 
 
C
報
応
 
37
～
44
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 計
8

 
 
 
 
D
定
数

・
先
見
 
45
～
60

・
62
～
65
 
 
 
 
 
計
20

 
 
 
 
E
鬼
神

 
66
～
71

・
73
 
 
 
 
 

 
 
 
 
計
7

59
以
下
の
十
数
篇
は

『
広
記
』
で
は
分
類
が
別
だ
が
、
話
の
内
容
か
ら
ま
と
め
れ
ば
以
上
五
種
類
の
各
項
に
配
し
て
も
不
都
合
は
な
い
。
そ

し
て
こ
の
大
雑
把
な
分
類
は
さ
ら
に
著
者
が
序
で
自
ら
い
う
内
容
と
対
応
す
る
。
「神
仙
交
化
」
は
A

・
B
の
計

四
十
篇
と
、
「
幽
冥
感
通
」

は
C

・
E
の
計
十
五
篇
と
、
「
前
定
升
沈
」
は
D
二
十
篇
と
い
う
ふ
う
に
。

こ
れ
を
み
れ
ば
、

す
で
に

「
序
」
に
言
う

か
ら
当
然
の
こ
と
で

も
あ
る
の
だ
が
、
神
仙
譚
が
過
半
を
占
め
る
。
こ
れ
は

『逸
史
』

の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
話
を

『
逸
史
』
の
撰
者
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
語

っ
て
い
る
の
か
。 
『
広
記
』
は
通
例
と
し
て
、
物
語
あ
る
い
は
述

べ
ら
れ
た
こ
と
が
ら
に
対
す
る
著
者

の
態
度
表
明
の
部
分
で
あ
る
序
と
か
文
末

の
評
語
と
か
は

一
様
に
削
除
し
て
載
せ
な
い
。
し
た
が

っ
て

物
語

あ
る
い
は
こ
と
が
ら
に
対
す
る
著
者

の
肯
定
的
な
い
し
否
定
的
態
度
と
い
う
も
の
は
容
易

に
う
か
が
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ユ

ろ
で
14

「
李
虞
」
は
、

隠
棲

の
志

が
あ

っ
た
若
い
知
識
入
李
虞
と
楊
稜
が

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
神
仙
境
を
訪
ね
る
話

で
あ
る
。
こ
の
話
に

は
、
『
広
記
』

の
編
者
が
削
り
忘
れ
た
の
か
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
評
語
が
附

い
て
い
る
。
「
揚
君
は
名
を
儉
と
改
め
、
官
位
は
御
史
に
ま
で

な

っ
た
が
、
南
海
に
流
さ
れ
て
死
ん
だ
。
李
公
も
最
後
は
流
落
し
て
行
方
不
明
に
な

っ
た
。
真
仙
霊
境
な
ど
ほ
ん
と
う

に
よ
い
も
の
で
は
な

(8)



い
。

名
前
に
ひ
か
れ
て
憧
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

後
代
の
君
子
よ
、

よ
く
心
す
る
が
よ
い
。
」
こ
の
評
語
は
額
面
通
り
神
仙
境
に
対

す
る
否
定
は
は

っ
ぎ
り
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ

一
篇
だ
け
で
あ
れ
ば
あ
る
い
は
政
治
的
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ

ュ
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

と
い
う
の
は
大
中
元
年
の
前
年
、
会
昌
六
年
に
は
仏
教
厭
い
、
道
教
狂
い
の
武
宗
が
崩
じ
て
、
宣
宗
が
即
位
し
、
即
刻
道
士
追
放
を
行

っ
た

り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

『
逸
史
』
佚
文
の
過
半
を
占
め
る
多
数
の
神
仙
譚

一
篇

一
篇
の
後
に
こ
れ
に
似
た
否
定
的
な
評
語
が
つ

い
て
い
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
「
序
」
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

各
篇
の
神
仙
や
神
仙
境
を

記
述
す
る
筆
致
に
は
、
そ
う
い
う
世
界

へ

の

幅
種

の
な
ご
み
と
い
っ
た
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
同
じ
く

『
広
記
』
が
馴
り
忘
れ
た
と
思
わ
れ
る
18

「
白
楽
天
」
の
篇
末

の
評
語

に
は

「
白
公
が
俗
塵
を
脱
し
、
官
職
を
芥
子
粒
の
ご
と
く
み
な
し
て
投
棄
て
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
い
ら
の
何
も
分
ら
ぬ
ぼ
ん
く
ら
ど

も
と

は
も
と
よ
り
わ
け
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
謫
仙
で
な
い
な
ど
と
い
え
よ
う
」
と
言
う
。
そ
れ
ら
他
の
各

篇
に
通
じ
て
み
ら
れ

る
神
仙

へ
の
親
和
は
、
14

「
李
虞
」
の
評
語
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
李
虞
」
に
於
け
る
神
仙
境

の
そ
っ
け
な
い
描
写

と
と
も

に
、
「李
虞
」

一
篇
が
む
し
ろ

『
逸
史
』
の
佚
文
で
な
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

 
こ
う
し
た
厄
介
な
問
題
は
あ
る
も
の
の

全
体
か
ら
見
れ
ば

や
は
り
神
仙

・
道
教
的
世
界
に
は
肯
定
的
で
、
「
序
」
の
方
向
か
ら
は
ず
れ
る

も
の
で
は
な
い
。 
一
方
仏
教
的
な
も
の
に
つ
い
て
は

ま
る
で
関
心
を

示
さ
な
い
。
大
中
元
年

と
い
う

『
逸
史
』
の
成
立
の
時
期
を
考
え
る

と
、
仏

教
に
対
す
る
融
和
策
を
採
り
つ
つ
あ
っ
た
時
政
に
、
無
言
の
反
対
を
表
明
し
て
い
る
趣
ぎ
さ
え
あ
る
。
し
か
し
政
治
的
情
況
と
の
対

照
は

『逸
史
』
自
身
が
あ
ま
り
に
証
明
の
要
件
を
欠

い
て
い
る
の
で
軽

々
し
く
行
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

 
仏
教

は
当
時
の
中
国
に
と

っ
て
最
も
遅
く
や

っ
て
来
た
世
界
思
想
で
あ
る
。
説
話
に
お
い
て
仏
教
的
要
素
が
最
も
入
り
や
す
い
の
は
報
応

と
鬼
神

の
二
つ
の
分
野
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

『逸
史
』
で
い
え
ぱ

「
幽
冥
感
通
」
に
対
応
す
る
。
だ
が

『
逸
史
』

に
お
い
て
C
の
報
応

に
属
す

る
話
は
す
べ
て
寃
魂
復
讐
譚
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
41

「
盧
女
」
の
話
の

一
部

に
は
輪
廻

・
転
生
説

の
片
鱗
を
、
ま
た
話

の
場
面
に
お

(9)



け
る
僧
侶

へ
の
布
施
に
仏
教
的
な
色
あ
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
話
そ
の
も
の
の
本
質
は
寃
魂
復
讐
譚
で
あ
っ
て
決
し
て
仏
教
的
な

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
話
に
は
し
た
が
っ
て
仏
教
的
色
彩
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
B
の
異
僧
に
分
い一類
さ
れ
る

唯

↓
の
36

「
廻
向
寺
狂
僧
」
は
、
い
ち
お
う
僧
が
主
人
公
に
な

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
話
の
な
か
み
は
ま
っ
た
く
神
仙

・
定
命
論
的
で
あ
っ

て
、

こ
れ
ま
た
仏
教
的
な
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
E
の

「
鬼
神
」
に
も
道
教
的
な
色
彩
こ
そ
見
ら
れ
て
も
、
仏
教
的
要
素
は
や
は
り

極
め

て
薄

い
。
撰
者
は
か
な
り
徹
底
し
た
仏
教
無
視
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も

『
逸
史
』
は
神
仙

・
道
教
の
世
界
に
親
和
し
、
人
間
の
運
命
は
前
世
で
す
で
に
決

っ
て
い
る
と
す
る
定

命
論
を
主
張
す
る
作
晶
群
に
よ

っ
て
成
立

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
後
に
述
べ
る
が
そ
う
し
た

『逸
史
』

の
諸
篇
を
歴
史
の
断

片
と
考
え
る
著
者
自
身
も
ま
た

『
逸
史
』
に
著
わ
れ
た
思
想
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

 

「
序
」
お
よ
び
先

の
分
類
か
ら
で
も
明
ら
か
だ
が
、
じ

っ
さ
い
に
残
さ
れ
た

一
篇

一
篇
を
読
ん
で
み
る
と
ほ
と
ん
ど
全
篇
が
荒
誕
に
属
す

る
。
『
逸
史
』
と
い
う
書
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

歴
史
か
ら
は
ぐ
れ
て
し
ま

っ
た
事
実
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
史
実

か
ら
は
み
出
し
た
、

史
実

に
は
入
ら
な
い
こ
と
が
ら
を
記
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
代
の
人
間
の
読
み
方
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
が
編
ま

れ
た
時
代
に
は
、
著
者
を
も
読
者
を
も
い
ま
と
は
ま

っ
た
く
ち
が

っ
た
世
界
観
が
包
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
も

っ
と
ち
が
っ
た
読
み

方
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
六
朝
の
志
怪

に
つ
い
て
魯
迅
が

『
中
国
小
説
史
略
』
等
で
言
う
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
は
異
界

の
存
在
を
信
じ
て
お

り
、
異
界
に
於
て
生
成
す
る
こ
と
が
ら
も
歴
史
の
事
実
だ
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
土
着
的
な
伝
統
思
想
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
目

指
し
た
神
仙
の
世
界
、
ま
た
人
間

の
運
命
が
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
で
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
鬼
神
の
世
界
、
自
然
現
象

・
動
植
か
ら

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

人
工
物
に
至
る
ま
で
の
霊
異
の
世
界
、
そ
う
い
う
異
界
が
こ
の
入
間
世
界
と
同
時
に
並
行
し
て
存
在
し
、

そ
れ
が
人
間

に

関
わ
る
か

ぎ
り

(10)



は
、
歴
史
の
構
成
部
分
で
あ

っ
た
。
「
序
」
に
い
う

「
聞
見
の
異
な
る
者
」
と
は
そ
う
し
た

世
界
が
人
間
世
界
に

強
く
は
み
出
し
て
ぎ
た
と

き
に
起

っ
た
で
き
ご
と
の
記
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

『逸
史
』
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
そ
の
名
の
通
り
事
実
を
書

い
た
も
の
で
あ
り
、
歴

史
の
本
流
か
ら
は
ず
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
は
ぐ
れ
た
史
実
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
は
世
界
観
な
い
し
歴
史
観
は
六
朝
の
み
な
ら
ず
、

唐

一
代

を
通
じ
て
思
想
的

に
は
破
綻

に
傾
む
き
な
が
ら
も
、

根
強
く
人

々
の
意
識
界
を

支
配
し
た
。
『逸
史
』
は
そ
う
し
た
意
識

の
強
さ
を

実
証
す

る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

 
六
朝

の
志
怪
は
唐
代
に
入

っ
て
、
史
伝
の
構
成
法
と
成
熟
し
た
表
現
技
法
と
を
結
ん
で
、
そ
れ
が
創
作
意
識
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
虚

構
の
世
界

へ
離
陸
し
た
。
い
わ
ゆ
る
伝
奇
と
称
さ
れ
る
作
品
群
が
花
咲
い
た
。
殊
に
中
唐
以
後
の
作
品
の
輩
出
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ

る
。
単
行
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
専
ら
そ
う
し
た
作
品
を
集
め
た
伝
奇
集
も
出
現
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

『
逸
史
』
を
小
説
と
し

て
扱
う

こ
と
が
す
で
に
著
者
の
本
意

に
適
わ
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
を
伝
奇
集
と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
小

説
史
を
構
成
す
る

一
作
品
と
し
て
見
る
以
上
は
や
む
を
得
な
い
措
置
と
し
て
、
ま
た

「
唐
代
伝
奇
」
を
い
ち
お
う
唐
代
小
説

の
総
称
と
考
え

て
、

い
ま
そ
の
是
非
は
問
わ
ず
、
『
逸
史
』
を
伝
奇
集
の
列
に
並
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
唐
代
伝
奇
は
六
朝
志
怪
を
そ
の
母
胎
と
し
て
出
て
来
た
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
志
怪
的
要
素
を
持
た
な
い
も

の
は
な

い
。
し
か
し
志
怪
か
ら
独
立
し
た
伝
奇
は

「
叙
述
の
宛
転
」
(『中
国
小
説
史
略
』
の
語
)
つ
ま
り
プ
ロ
ッ
ト
の
豊
穰
化
、
ま
た
構
成

の
ふ
く
ら
み
、
「
文
辞
の
華
艶
」
(
同
上
)
つ
ま
り
表
現
技
巧
の
成
熟
を
特
徴
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
創
作
意
識
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
話
の
虚

構
化

の
度
合
を
は
か
る
重
要
な
指
標
で
あ
り
、
創
作
意
識
の
稀
薄
な
志
怪
と
を
別
つ
し
る
し
で
あ
る
。

い
ま
か
り
に
そ
れ
を
伝
奇
的
要
素

と

い
う

こ
と
に
す
る
。
『
逸
史
』
を
全
体
と
し
て
見
た
ば
あ
い
、

い
ま
に
残
る
当
時
の
秀
れ
た
作
品
な
い
し
は
伝
奇
集
と
比
べ
て
、

か
な
り
の

程
度

そ
の
伝
奇
的
要
素
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
志
怪
か
ら
の
離
陸
度
が
低
い
。

(11)



 
志
怪
に
お
け
る
類
話
は
、
伝
承

の
時
間
と
空
間

の
広
が
り
に
つ
れ
て
増
え
て
ゆ
く
。
し
か
し
類
話
の
聞
で
は
、
時
間

、
場
所
、
主
人
公
の

名
前
等
が
入
れ
替
る
だ
け
で
、
事
件
や
こ
と
が
ら
の
本
質
に
は
変
化
は
な
く
、
ま
た
文
章
表
現
の
上
で
も
根
本
的
な
変

化
が
な
い
の
が
通
例

で
あ
る
。
話
の
伝
承
の
過
程
で
、
事
実
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
こ
と
が
ら

そ
の
も
の
が
意
識
的

に
ね
じ
ま
げ
ら
れ
る
こ
と
は
通
常
な
い
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
ら
が
、
伝
承
者
の
意
識

の
上
で
は
常
に
歴
史

の
事

実
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
意
識
的
な
改
変
は
事
実
を
事
実
で
な
く
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
ね
じ
ま
げ
が
も
し
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
志
怪
そ
の
も
の
以
外
の
要
素
に
よ
る
。
し
た
が

っ
て
志
怪
の
類
話
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
単
純
に
類
似
し
て
い
る
。

一
方
伝
奇
に
お
け
る

類
話
は
話
の
骨
格
や
モ
チ
ー
フ
だ
け
を
借
り
る
ば
あ
い
が
多
く
、
プ
ロ
ッ
ト
や
構
成
の
複
雑
化
、
主
人
公
の
性
格
描
写
、
個
性
化
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
筆
の
冴
え
、
筆
致
の
ち
が
い
な
ど
で
、

一
つ

一
つ
の
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
は
相
当
ち
が

っ
た
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
著

者
の
識
見
、
着
想
、
筆
力
な
ど
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
は
も
と
に
な
る
話
か
ら
著
者

の
数
な
い
し
は
作
品
の
数
だ
け
ち
が

っ
た
も
の
が
生
ま

れ
る
。
類
話
の
処
理
だ
け
を
み
て
も
志
怪
と
伝
奇
と
で
は
か
な
り
大
ぎ
な
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
志
怪

の
不
可
思
議
さ
が
伝
奇
の
お
も
し

ろ
さ

へ
と
変
質
し
た
か
ら
で
あ
る
。
説
話
の
お
も
し
ろ
さ
の
発
見
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
と
い
不
可
思
議
が
不
可
思
議
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ

は
投
げ
出
さ
れ
た
ま
ま
の
、
生
の
、
現
実
の
不
可
思
議
や
驚
異
で
は
す
で
に
な
く
、
た
の
し
ま
れ
る
不
可
思
議
や
驚
異

と
な
っ
た
。
説
話
の

不
可
思
議
さ
お
も
し
ろ
さ
か
ら
そ
の
表
現
技
巧
ま
で
を
含
め
て
説
話
が
説
話
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
を
変
え
れ

ば
虚
構
の
独
立
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
志
怪
が
伝
奇
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
小
説
は
よ
う
や
く
著
者
個
人
が
自
分
の
都
合

で
主
人
公
を
操
り
、
筋
を
展
開
し
、
ね
じ
ま
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
世
界
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
段
階

へ
の
と
ば
く
ち
に
立

っ
た
の

で
あ

る
。

 

『
逸
史
』
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。
い
ま
38

「
鄲
卒
」
を
例
に
と
る
。

(12)



 
 

元
和

の
末
、
官
軍
が
鄲
の
叛
乱
軍
を
平
定
す
る
。
官
軍
の
兵
士
が
叛
乱
軍
の
兵
士
を
殺
し
て
そ
の
肉
を
食
べ
る
。
数
年
の
後
、
食
わ
れ

 
 

た
兵
士
が

(食

っ
た
兵
士
の
)
夢
に
現
わ
れ
、
お
ま
え
は
お
れ
に
何

の
恨
み
も
な
い
の
に
、
殺
し
た
上
に
肉
ま
で
食
う
と
は
人
間
の
す

 
 

る
こ
と
で
は
な
い
。
お
れ
は
も
う
上
帝
に
告
訴
し
た
ぞ
。
お
れ
の
肉
を
返
せ
。
お
れ
も
お
ま
え
を
食

っ
て
や
る
。

こ
れ
で
あ
い
こ
だ
。

 
 
食
わ
れ
た
兵
士
は
そ
う
言

っ
た
。
官
軍
の
兵
士

は
寝
汗
を
か
い
て
夢
か
ら
覚
め
た
が
、
明
方
に
は
七
転
八
倒
の
苦

し
み
。
身
体
を
み
る

 
 

と
も
う
骨
と
皮
の
み
。
そ
の
タ
ベ
つ
い
に
亡
く
な

っ
た
。

こ
れ

は
時
間
さ
え
変
え
れ
ば
、
六
朝

の
志
怪
だ
と
い
っ
て
も
ま

っ
た
く
差
支
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
唯
怪
異
の
み
が
そ
こ
に
投
出
さ
れ

た
と
い
っ
た
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

『博
異
志
』
と
い
う
、
ほ
ぼ

『
逸
史
』
と
同
じ
こ
ろ
か
、
あ
る
い
は
少
し
以
前
に
成

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
伝
奇
集
で
は
、

同
じ
素
材
を
使
い
な
が
ら

か
な
り
ち
が

っ
た
形
を
と

っ
て
い
る
。
『広
記
』
で
は
巻

一
一=
一、
『逸
史
』
「鄲
卒
」
の
直
前

に
位
置
す
る
。
ま
ず
時
間
が

「
鄲
卒
」
の
元
和
末

の
李
師
道
叛
乱
平
定
時
で
は
な
く
、
元
和
四
年
、
王
承
宗
討
伐
時

に
設
定
さ
れ
る
。
ま
た

主
入
公

に
は
、
『逸
史
』
が
官
軍
側
も
李
師
道
側
も
た
だ

「
卒
」
と
す
る
だ
け
で
名
が
な
い
の
に
対
し
て
、

近
衛
軍
の
忠
憲
と
名
が

与
え
ら

れ
、
食
わ
れ
た
方
も
敵
方
恒
陽
の
奴
隷
馬
奉
忠
と
身
分

・
名
を
表
記
す
る
。
プ
ロ
ッ
ト
も
複
雑
に
な
っ
て
い
て
、
忠
憲
は
叛
乱
軍
の
大
将
恒

陽
に
殺
さ
れ
た
弟
の
復
讐
の
た
め
に
、

す
で
に
死
刑
に
な

っ
た
馬
奉
忠
の
心
臓
と
股
の
肉
を
食
う
。

す
る
と
、
『逸
史
』
の
よ
う
に
数
年
経

っ
て
か
ら
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
そ
の
夜
奉
忠

の
霊
魂
が
現
わ
れ
て
、
忠
憲
と
問
答
を
交
す
。

 
 

「
な
に
が
ほ
し
い
の
だ
。」
「
ど
う
し
て
お
れ
の
心
臓
を
え
ぐ
り
、

お
れ
の
肉
を

割

い
た
の
だ
。」
「
お
ま
え
は
霊
魂
で
は
な
い
の
か
。」

 
 

「
そ
う
だ
。」
「
お
れ
の
弟
が
お
ま
え
ら
逆
賊
に
殺
さ
れ
た
の
だ
。
お
れ
は
軍
の
あ
だ
を
う

っ
た
の
で
は
な
い
。
見
合
う
だ
け
の
怨
み
し

 
 
か
晴
し
て
な
い
。
な
ん
で
責
め
る
ん
だ
。」
「
お
れ
の
大
将
は
国
賊
だ

っ
た
。
だ
か
ら
お
れ
は

一
死
も
て
国
に
対
す

る
罪
は
償

っ
た
。
お

 
 
ま
え
の
弟
は
大
将
に
殺
さ
れ
た
ん
で
、
罪
は
大
将
に
あ
る
。
お
れ
は
お
ま
え
の
弟
を
殺
し
と
ら
ん
。
な
ぜ
や
み
く
も
に
お
れ
に
怨
み
を

(13)



 

 
晴

す

の
だ

。

父

と

子

で

さ

え

そ

の
罪

は
関

係

が

な

い
と

い
う
。

な

の

に

お

ま

え

は
軍

の

あ
だ

を

(
お

れ

に
)

返

し

た

の
だ

か
ら

、

お

ま

 

 

え

の
あ

だ

も

ぐ

ん

と

重

く

な

っ
た

ぞ

。

お

れ

の
心
臓

を
返

し
、

お

れ

の
両

股

を
返

せ

ば
、

怨

み

は

と

い
て

や

る

。
」

そ

の
や

り

と

り

は
奉

忠

の
方

が
情

理

に
適

っ
て

い
て

圧
倒

的

に
有

利

。
理

に
窮

し

た
忠

憲

は

一
万
貫

や

る

か

ら

ど

う

だ

と

言

っ
て
、

金
銭

で

切

り

抜

け

よ

う

と
す

る

が

、

霊

魂

は
承

知

せ
ず

、

お

ま
え

の
命

数

、

生

命

の
時

間

と

の

と
り

か

え

だ

と

よ

か

ろ

う

と

言

っ
て
消

え

て

し

ま

う

。

そ

れ

か

ら

忠

憲

は
供

物

を

す

る

や

ら

紙

銭

一
万

貫

を
焼

く

や

ら

し

て
供

養

す

る

の
だ

が
、

一
年

ほ

ど
経

つ
う

ち

、

両
股

が
次

第

に

そ
げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ  ヘ  ヘ  
ヘ  ヘ  
へ

お

ち

、

ま

た

こ
と

ば

も
錯

乱

し

て

ま

る

で

心

を

失

く

し

た

人

の
よ

う

に
な

っ
て

、

さ

ら

に
三

年

た

っ
て

つ

い

に
死

ん

で

し

ま

う

。

 

こ
こ

で

は
復

讐

は

『
逸

史
』

と

は

逆

に

一
夜

の

う

ち

に
で

は

な

く

て
、

金

銭

を

使

わ

せ

た

あ

げ

く

、

じ

わ

じ

わ

と
時

間

を

か

け

て

行

な

わ

れ

る

。

文
章

表

現

も

、

た

だ

ご
と

が

ら

だ

け

を

伝

え

る

の
と

は

ち

が

っ
て
、

相

互

の
問
答

の
部

分

な

ど

そ

れ

な

り

に
精
彩

が

あ

り
、

分

量

か

ら

し

て

も

『
逸

史
』

の
ほ

ぼ

三

倍

に
及

ん

で

い
る

。

『
博

異

志

』

と

『
逸

史

』

の
間

に

は

継

承

関

係

は

な

い
と
考

え

ら

れ

る

か

ら
、

こ

れ

は

同

一
の
素

材

を

そ

れ

ぞ

れ

が

採

っ
て
書

き

あ

げ

た

に
ち

が

い
な

い
。

『
博

異

志

』

の
は
決

し

て

上

乗

の
伝

奇

で
は

な

い
。

上
乗

の
伝

奇

と

比

べ

た

な

ら

ま

だ

ま

だ

志

怪

の
し

っ
ぽ

を

つ
け

て

い
る

。

け

れ

ど

も

そ

の
プ

ロ

ッ
ト

、

文
章

表

現

と
も

に
、

志

怪

か

ら

の
離

陸

も

ま

た

明
瞭

で

あ

っ
て

、

主

人

公

を

泳

が

せ

て

自

分

の
話

に
載

せ

る

だ

け

の
余

裕

あ

る

視

野

を

持

っ
て

い
る

。

そ

れ

に
対

し

て

『
逸

史

』

の
方

は
素

材

そ

の

も

の

と
言

っ
て
も
差

支

え

な

い
。

そ

こ

に
は

話

の
怪

異

を
怪

異

と

し

て

た

の
し

む

態

度

が

少

な

い
よ

う

に
思

わ

れ

る

。

も

っ
と

も

『
逸

史

』

に

し

て
も

伝

奇

的

要

素

が
皆

無

と

い
う

わ

け

で

は
な

い
。

ま

た

こ
ん

な

文

章

ぱ

か
り

を

集

め

た
も

の

で

は
な

く

、

各

篇

ご

と

に
そ

れ

ぞ

れ
精

粗

が
あ

っ
て
、

伝

奇

か

ら

の
浸

透

度

も

各

篇

そ

れ

ぞ

れ

に
ち

が

う
。

し

か

し

志

怪

か

ら

の
離

陸

度

と

い
う

こ

と

で

は

、

こ

の

こ
者

の
対

比

が

語

る
も

の

は
示

唆

的

で
あ

る
。

 

『
逸

史

』

の
76

「
任

生

」

と

い
う

篇

は
神

女

求

婚

説

話

で

『
広

記

』

に
収

録

さ

れ

ず

、

『
詩

話

総

亀

』

そ

の
他

に
載

る
も

の

で

、
『
逸

史

』

(14)



の
中

で

も

そ

の

モ

チ

ー

フ
が

少

し
お

も

し

ろ

い

と
思

わ

れ

る
他

は
、

ご

く

平

均

的

な

作

品

で
あ

る
。

そ

れ

と

唐
代

伝

奇

の
代

表

作

で

あ

る

『
伝

奇

』

の
文

と
比

較

し

て

み

れ
ば

、

そ

の
ち

が

い

は

い

っ
そ

う

は

っ
き

り

す

る
。
『
伝

奇

」
の

「
封
陟

」
(
「
広

記

』

巻

六

八

)

は

76

「
任

生
」

と

モ
チ

ー

フ
が

ま

っ
た
く

同

じ

だ

か

ら
、

同

一
の

ソ

ー

ス
を

も

つ
か
、

あ

る

い
は

お

そ

ら

く

『
逸

史

』

「
任

生

」

の

リ

ラ
イ

ト

か

だ

と

思

わ

れ

る
。

プ

ロ

ッ
ト
も

ほ

と

ん

ど
変

ら

ず
、

た

だ
神

女

が
説

得

に
来

る

回

数

が

増

え

て

い

る
だ

け

で
あ

る
。

と

こ

ろ

が

そ

の
文

章

表

現

と

な

る

と

『
逸

史

』

と

は
雲

泥

の
差

で

あ

る
。

四
言

に

よ

る

対

偶

的
表

現

、

委
曲

を

つ
く

し

た
記

述

な

ど

は

「
任

生

」

の
遠

く

及

ぶ

と

こ

ろ

で

は

な

い
。

も

ち

ろ

ん

「
葛

洪

亦

た
婦

有

り
、

王

母
亦

た
夫

有

り

云

々
」

な

ど

と

い
う

婚

姻

説

得

の

た

め

の
滑

稽

な

詩

は
、

同

じ

内

容

な

が

ら

も
う

少

し

は
ま

し

な

詩

に
作

り

変

え

ら
れ

て

い

る
。

文

章

を
通

じ

て
見

る

と
少

し

凝

り

す

ぎ

で

は
な

い
か

と
思

わ

れ

る

ほ

ど

で
あ

る
。

そ

れ

は

と

も

か

く

、

『
逸

史

』

は
各

篇

に
そ

れ

ぞ

れ

対

比

す

る

資

料

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

け

れ

ど

も
、

文
章

表

現

に
対

す

る
注

意

の
な

さ

は
全

篇

に

見

ら

れ

る

傾

向

で
あ

る
。

こ
れ

は
や

は

り

伝
奇

的

要

素

の
不

足

と

い
え

よ

う

。

 

ま

た

「
鄲

卒

」

の
例

に
見

ら

れ

る
文

章

の
短

簡

と

い
う

こ

と

も

志

怪

の
特

徴

の

一
つ

で
あ

る
。

『
逸

史

』

に

は

平

均

し

て
五

百

字

前

後

の

も

の
が
多

い
。

そ

れ

で
も

六
朝

の
志

怪

に
比

べ

る

と
当

然

長

い
方

な

の
だ

が
、

一
篇

五

百
字

程

度

で

は
構

成

の

ふ

く

ら

み

は
望

む

べ

く

も

な

い
し
、
 
一
つ

の
物
語

と
し

て
委

曲

を

つ
く

せ
な

い
の

も

ま

た
道

理

で

あ

る
。

最

も
長

い
の

で

3

「
羅

公
遠

」

の

二
千

五

百

字

だ

が
、

こ
れ

は

い
く

つ
か

の
事

件

や

こ
と

が

ら

を

組

合

せ

た
も

の

で

あ

る

し
、

2

「
李

林

甫

」

も
長

い
方

だ

が
約

千

五

百
字

、

二

つ

の
話

の
組

合

せ

で
、

構

成

に

工
夫

が

な

く
散

漫

、

文

章

も

冗

長

で
し

ま

り

が
な

く

、

長

い
叙

述

の
長

所

を
活

か

せ

て

い

な

い
。

む

ろ

ん

そ

う

は

言

っ
て

も
唐

代

の
作

品

で

あ

る

か
ら

、

時

代

の

圧
力

の
滲

透

は

受

け

て

い

て
、

伝

奇

的

要

素

を

か

な

り

の
程

度

持

っ
た
作

品

も

あ

る
。

例

挙

す

れ

ば

、

2

・
3

・

4

・
13

・
22

・
26

.
36

・
37

・
39

・
42

・
44

・
56

・
57

・
59

・
61

・
68

・
69
等

で
あ

る
。

こ
れ

ら

は

『
逸

史

』

の
中

で

は

い
ず

れ
も

比

較

的

長

文

に
属

す

る

も

の
ば

か

り

で

あ

る

。
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類

話

が
単

純

に
多

い

の
は
志

怪

の
特

徴

で

あ

る
。

殊

に
仏

教

系

の
志

怪

は

、

も

と

も

と
根

本

的

な

モ

チ

ー

フ
が

極

め

て
制

限

さ

れ

て

い
る

こ

と

も

あ

っ
て
、

霊
験

を
記

す

も

の
な

ど
連

篇

こ

れ
類

話

と

い
う

よ

う

な

も

の
も

あ

る

。

こ

れ

は

む

ろ

ん

、

類

話

の
多

さ

、

つ
ま

り

同

じ

現

象

の
多

さ

と

い
う

こ

と

に

よ

っ
て
信

を
得

よ

う

と

す

る

布

教

活

動

の
要

請

か
ら

来

て

い

る
も

の

で
あ

ろ

う

が
。

六

朝

志

怪

が

い

っ
た

い

い
く

つ

の
類

話

群

、

な

い

し

は

モ
チ

ー

フ
に

収
斂

す

る

の
か
、

ま

だ

研
究

は

出

て

い
な

い
よ
う

で

あ

る

が

、

全

体

の
印

象

か
ら

類

話

の
多

さ

は
首

肯

で

き

る
。
「
鄲

卒

」

の
例

は
他

の
伝

奇

集

と

の
類

話

だ

が

、

『
逸

史

』

自

体

の
中

に
も
相

当

数

の
類

話

が

存

在

す

る

。

1

・
2

・
10

・
12

・

13

・
16

・
28

・
30
。

真

仙

は
卑

し

い
身

分

汚

い
姿

で
此

の
世

に
現

わ

れ

る
。

2

・
7

・
17

・
22

。
神

仙

か

宰

相

か

の

二
者

択

一
。

10

・
11

・

54
。

太

白

酒

星

。

4

・
18

・
22

・
36

・
74

・
14
。

仙

境

の
在

処

と

そ

の
様

子
。

1

・
7

。

世

俗

の
真

只

中

の
仙

境

。

22

・
26

・
76

。

仙

女

の

求

婚

。

47

・
51

・
52

・
55

・
59
。

食

物

の
予

知

。

63

・
64

・
65
。

夢

が
現

実

に
な

る

。

46

・
78

。

相

手

と
自

身

の
窮

達

の
予
知

。

13

・
28

・

30
。

金

を
作

る
話

。

全

部

で

八
十

篇

ほ

ど

の

う

ち
、

三

十

余

篇

が
類

話

か

同

じ

モ

チ

ー

フ
を

共

有

す

る

と

い
う

こ

と

で
互

に
関
連

す

る

と

い

う

の

は
、

唐

代

伝

奇

集

の
中

で

は

や

は

り
多

い
数

字

で

あ

っ
て
、

伝

奇
集

と
し

て
は

未

整

理

な

い

し

未

成
熟

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

原

本

 

 

 

 

 

 

 
ヨ

『
逸

史

』

の
構

成

を
確

定

す

る

こ

と

は

む

つ
か

し

い
が
、

仮

に
確

定

で

き

た

と

し

て

も
、

類

話

や
同

一
モ

チ

ー

フ

の
使

用

の
多

さ

は

あ

ま

り

変

ら

な

い

と
思

う

。

こ

の
点

に

お

い

て
も

『
逸

史

』

は
志

怪

的

要

素

を
濃

厚

に
持

っ
て

い
る
。

以

上
、
 

『
逸

史

』

の
性
格

に

つ

い
て

い
く

つ

か

の
側

面

か
ら

見

て
ぎ

た

が
、

い
ず

れ
も

諸

篇

の
志

怪

的

色

彩

の
濃

さ

を
示

す

も

の
ば

か

り

で

あ

っ
た
。

 

そ

こ

で
振

返

っ
て

『
逸

史

』

や

『
史

録

』

と

い
う

名

づ

け

の
意

味

を

考

え

て

み

る
。

唐

代

に

は
、

後

に

同
じ

く
小

説

に
分

類

さ
れ

る
も

の

で
、

『
逸

史

』

と

よ

く

似

た
名

の
書

物

が

あ

る

。
前

に
李

肇

の

『
国

史

補

』
が
あ

り

、
後

に
高

彦

休

の

『
闕

史

』

が

あ

る

。

し

か

し

『
国

史

補

」

は
言

う

に
及

ぼ

ず

、

『
闕

史

』

に

し

た

と

こ

ろ

で
、

ふ

つ
う

の
軼

事

が

多

く

、

た

い

て

い

は

こ

の
日

常

世

界

に
生

起

す

る
ご

く

あ

た
り

ま

え

の
歴

史

的

事

実

で
あ

る
。

異

聞

も

な

い

こ

と

は
な

い
が

、
『
逸

史

』

の

よ
う

に
全

篇

こ

れ
怪

事

異

聞

と

い
う

よ
う

な

こ

と

は

な

い
。

そ

し

て

(16)



怪

事

異

聞

の
作

品

集

な

ら

そ

の
径

異

を
主

張

し

て
、

志

怪

・
伝

奇

を
問

わ

ず
、

た

と

え
ば

『
述

異
記

』
『
霊

異

記

』

と

か

『
玄
怪

録
』

『
纂

異

記

』

な

ど

と

い
う

名

を

つ
け

る

の
が
普

通

で

あ

る
。

そ

れ

な

の

に

自

分

の
著

書

に
そ

う

し

た
名

を

与

え

ず

に
、

わ

ざ

わ

ざ

『
逸

史

』

と

か

『
史

録
』

と

か

と
名

づ

け

た

と

こ
ろ

に
、

幻

設

や

虚

構

に

よ

っ
て

た

え
ず

伝

奇

の
方

へ
す

く

い

と
ら

れ

て

い
く

志

怪

的

世

界

を

あ

く

ま

で
事

実

、

歴
史

の
地

平

に
引

き

戻

そ

う

と
す

る
意

志

的

な

も

の

が
働

い

て

い

る

の
を

認

め

て

よ

い
だ

ろ
う

。

そ

れ

は

い
わ

ば

依

固

地

な

態

度

で
あ

る
。

わ

た

し

た

ち

は

も

は

や

『
逸

史

』

の
著

者

を

し

て
そ

う

い
う

態

度

に

駆

り

た

て

た

も

の
を
問

う

こ

と

は

で

ぎ

な

い
け

れ

ど

も

、

伝

奇

全

盛

の
時

代

に
意

地

を

通

し

た

『
逸

史

』

と
そ

の
著

者

の
窮

屈

な

存

在

は
お

も

し

ろ

い
。

志

怪

か

ら
伝

奇

へ

の
道

は
、

言

い
換

え

れ

ば

、

ほ

ん

と

う

に
起

っ
た

世

に
も

不

可

思

議

な

こ

と

が
ら

の
話

か
ら

た
だ

の
余

興

の
談

話

の
種

に
、

こ
と

ば

の
物
語

に
な

っ
て

い
く

、

志

怪

が

志

怪

で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   へ

な
く

な

っ
て

い
く

過

程

で
あ

る
。

『
逸

史
』

は

そ

の

「
ほ

ん

と
う

に
起

っ
た

世

に
も

不

可

思
議

な

こ

と
が

ら

」

に

こ
だ

わ

っ
た

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
小

説

史

の
展

開

か

ら

い
え
ば

『
逸

史

』

は
極

め

て
反

動

的

な

ア

ナ

ク

ロ

ニ
ズ

ム

の
小
説

集

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

そ

し

て

一
方

名

づ

け

の
意

識

か

ら

す

れ

ば

『
逸

史

』

は
お

そ

ら

く

正
統

志

怪

の
殿

軍

と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ

う

。

 

こ

れ

で

い
ち

お

う
結

論

は

出

た

の

で
あ

る

が

、

最

後

に

『
逸

史

』

の
位

置

を

象

徴

し

て

い
る

と

考

え

る

一
篇

を

と

り

あ

げ

て
結

び

と
す

る
。

 

神

仙

思

想

は

と

い
う

べ

ぎ

か

、
神

仙

信

仰

と

い

っ
た
方

が

よ

い
か
、

そ

れ

は

と

も

か
く

、

神

仙

と

い
う

幻
想

の
磁

場

は

周
知

の
よ

う

に
志

怪

の
強

力

な
培

養

基

の

一
つ
で

あ

っ
た

。

こ
れ

が
中

国

の

ユ
ー

ト
ピ

ア
思

想

と

し

て

い

つ
ご

ろ
成

立

し

た

の
か

は
知

ら

な

い
が

、
志

怪

が

志

怪

と

し

て
頂

点

を
極

め

つ

つ
あ

っ
た
、

そ

の
全

盛

の
六
朝

期

に
す

で

に
神

仙

界

で

は

ち

ょ

っ
と

し

た
事

件

が
起

っ
て

い
た

。
神

仙
思

想

で

は

白

日
昇

天

し

て

不
老

不
死

を
得

る

こ

と

が

最
高

の
理

想

で
あ

っ
た
。

と

こ

ろ
が

不

死

を
得

て

し
ま

え

ば

天

上

に
昇

る

こ

と

を

い

や

が

る
神

仙

家

が
出

て
来

た

の

で

あ

る
。

天

上

仙

と
な

る

よ

り

も

む

し

ろ
地

上

仙

と

し

て
此

の
世

の
快

楽

を

楽

し

み

た

い
と

す

る

の
で

あ

る

。

こ

の

こ

と

(17)



に

つ
い

て

は
銭

鍾

書

氏

の
指

摘

(『
管

錐

篇

』

第

二
冊
六
四
四
ー

六
四
七
頁

)

に
詳

し

い
。

神

仙

界

に
と

っ
て

は

衝
撃

で

あ

っ
た

ろ
う

し
、

天

上

仙

の
値

打

ち

が
大

い

に
下

落

し

た

こ

と

も

否
定

で

ぎ

な

い
。

し

か

し

そ

れ

で
も

神

仙

界

は

そ

れ

に
よ

っ
て

揺

ら

ぐ

こ

と

は

な

か

っ
た
。

地

上

仙

に

し

ろ
仙

人

で
あ

る

こ

と

に
変

り

は

な

く
、

そ

れ

は

な

ま

な

か

の

こ

と

で

は
な

れ

な

い
存

在

で

あ

っ
た

か

ら

。

し

か

し

時

代

が

唐

に
入

る

と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事

態

は

か

な

り

ち

が

っ
て
き

た
。

神

仙

が

こ

と

も

あ

ろ
う

に
俗

界

の
代

表

た

る
宰

相

と

対

比

さ

れ

る

よ

う

に
な

っ
た

の
で

あ

る

。

し

か

も
神

仙

の
側

か
ら

出

さ

れ

た
、

白

日
昇

天

か
宰

相

か

と

い
う

選

択

枝

の
う

ち

、

特

別

優

待

条
件

で

あ

る

は

ず

の
白

日

昇

天

が

も

の

の
見
事

に
み

な

断

わ

ら

れ

て

し
ま

う

。

『
逸

史

』

で

は

「
神

仙

と

宰
相

と

の

二
者

択

一
」

と

い
う

こ

と

で

分

類

し

た

2

「
李

林

甫

」
、

7

「
斉

映
」
、

17

「
李

吉

甫

」

が
そ

れ

で
あ

る
。

そ

れ

ぞ

れ

の
話

の
中

で

は
、

白

日

昇

天

の
拒

絶

は

か
れ

ら

が
後

に
み

な

宰

相

に
な

っ
た

と

い
う

こ

と

の
理

由

附

け

と

し

て
要

求

さ

れ

て

い

る

こ

と
な

の
だ

が
、

神

仙

の
理

想

と
さ

れ

た
白

日

昇

天

が
拒

否

さ

れ

た

と

い
う

こ

と

で

は
神

仙

界

の
価

値

の
下

落

に

は
変

り

が
な

い
。

神

仙

が
俗

界

の
宰

相

と
比

べ

ら

れ

、

そ

れ

以

下

に
値

ぶ

み

さ

れ

る

こ

と
自

体

、

理

想

の
失

墜

で

あ

り
、

神

仙

界

に

と

っ
て

は

決

定

的

な

ダ

メ

ー
ジ

で
あ

る

の

に
、

さ

ら

に
ま

だ

最
後

の
極

め

つ
け

と

い
う

べ
ぎ

も

の

が
来

る
。

同

じ

グ

ル

ー
プ

に
属

す

る

22

「
太

陰

夫

人

」

で
あ

る

。
神

仙

に
さ

ら

に
神

女

が

お

ま

け

と
し

て
附

い
た

に
も

か

か

わ

ら

ず
、

そ

れ

で

も
敗

け

た

の

で

あ

る
。

こ
う

し

て
神

仙

界

は
下

落

の

一
途

を

た

ど

る
。

 

22

「
太

陰

夫

人

」
 

(
わ

た

し

の
説

で

は
、

2

・
7

・
17

・
22

を

含

め

て
、

す

べ

て

『
史

録

』

に
属

す

る

の
で

あ

る

が
、

そ

れ

ら

は

十

分

『
逸

史
』

を
代

表

し

う

る

と
考

え

る

。
本

稿

三

「
「
逸

史

』

と

『
史

録
」
」

の
項

参

照

)

は

『
逸

史

』

の
中

で
も

最

も

伝

奇

性

の
高

い

一
篇

で

あ

る

。
描

写

こ

そ

そ

れ

ほ

ど

見

る

べ

ぎ

も

の

は

な

い
が
、

結

構

は
首

尾
整

っ
て

い

る

し
、

話

の
展

開

も
細

部

に
ま

で

工
夫

が
凝

ら

さ

れ

て

い

て

よ

く

情

理

に
適

っ
て

い
る

。

そ

し

て

何

よ

り

も
典

型
的

に
神

仙

の
敗

北

を
表

わ

し

て

い
る
。

そ

し

て

そ

の
典

型

的

に

と

い
う

と

こ

ろ
が

、

か

な

り
伝

奇

的

技

巧

に
負

っ

て
い

る

と
考

え

ら

れ

る

。
話

の
大

略

は
次

の
通

り

で
あ

る
。
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盧
杞
が
ま
だ
若
く
貧
し
か

っ
た
こ
ろ
、
麻
婆

(太
陰
夫
人
の
使
者
)
の
仲
立
ち
で
年

の
こ
ろ
十
四
五
の
真

の
神
人
た
る
娘
と
結
婚
す
る

 
 

こ
と
に
な
る
。
潔
斎
し
て
娘
が
く
れ
た
二
粒
の
薬
を
地
面
に
播
く
と
、
た
ち
ま
ち
芽
が
出
、
蔓
が
伸
び
て
ひ
ょ
う
た
ん
が
二
つ
な
る
。

 
 

そ
の
中
を
く
り
ぬ
い
て
そ
れ
に
乗
り
、
麻
婆
と
も
ど
も
空
中
を
飛
ん
で
天
上
界

に
行
く
。
そ
こ
に
は
水
晶

の
宮
殿

が
あ
り
娘
が
待

っ
て

 
 

い
る
。
そ
れ
が
太
陰
夫
入
で
、
盧
杷
に
、
天
上
仙
か
地
上
仙
か
中
国

の
宰
相
か
好
き
な
の
を
選
べ
と
い
う
。
盧
杷

は
天
上
仙
と
答
え
、

 
 

娘
は
喜
ぶ
。
と
こ
ろ
が
天
帝
の
使
者
が
そ
れ
を
確
認
に
く
る
と
、
盧
杷
は
だ
ま
り
こ
ん
で
し
ま

っ
て
答
え
な
い
。

そ
こ
で
太
陰
夫
人
た

 
 

ち
は
大
あ
わ
て
で
絹
織
物
を
持
ち
出
し
て
来
て
、
し
ば
ら
く
猶
予
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
使
者
に
賄

い
す
る
。
し
ば
ら
く
た

っ
て
使
者

 
 

が
督
促
す
る
と
、
盧
杷
は
大
声
で

「
中
国
の
宰
相
」
と
答
え
、
太
陰
夫
人
は
色
を
失
し
て
、
盧
杷
を
地
上

に
送
り
返
す
。

こ
の
篇

は
形
の
上
で
は
76

「
任
生
」
な
ど
と
同
じ
く
神
女
求
婚
説
話
、
い
わ
ゆ
る
お
し
か
け
女
房
の
話
で
あ
る
が
、
任
生

の
ば
あ
い
は
誤
解

に
ょ

っ
て
神
女
と
の
結
婚
を
逃
し
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
て
、
神
仙
界
の
理
想
は
傷

つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は

『
玄
怪
録
』

に
お
け
る

「
崔
書

生
」

の
ば
あ
い
と
同
様
で
、「
太
陰
夫
人
」
と
は
質
的
に
ち
が
う
。「
太
陰
夫
人
」

に
は
風
評
芳
し
か
ら
ぬ
盧
杷
と
い
う
人
物

へ
の
諷
刺
が
こ
め

ら
れ

て
い
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
ま
た
太
陰
夫
入
は
神
女
の
中
で
も
高
級
な
方
だ
か
ら
、
背
後
に
公
主
の
降
下
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の

か
も

し
れ
な
い
。
当
時
公
主
た
ち
は
父
で
あ
る
皇
帝

の
権
力
を
笠
に
き
て
し
た
い
ほ
う
だ
い
を
し
た
と
い
う
悪
評
が
し
ば
し
ば
で
あ

っ
た
。

著
者

の
狙

い
は
あ
る
い
は
そ
う
し
た
現
実
に
渉
る
諷
刺
や
批
判
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
作
品
が
意
味

を
持

つ
の
は
そ
こ
に

お
い
て
で
は
な
い
。

太
陰
夫
人
は
盧
杷
に
言
う
。

最
良
な
の
は
わ
た
し
と
結
婚
し
て
こ
の
天
宮
に
留
ま
り
、

天
と
無
窮
の
生
命
を
得
る
こ

と
。

そ
の
次
は
地
上
仙
と
な

っ
て
人
間
界

に
居
な
が
ら
時
に
天
上
に
来
る
機
会
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
下
簧
は
中
国

の
宰
相
と
な
る
こ
と
、

と
。

そ
の
順
序
は
む
ろ
ん
理
想

の
価
値
の
大
ぎ
さ
を
そ
の
ま
ま
表
わ
し
て
い
る
。
神
女
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
利
益
-

不

老
不
死

に
加
え
て
飲
食
男
女
の
大
欲
が
そ
の
ま
ま
保
障
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
世
で
望
み
う
る
最
高
の
理
想
で
あ
る
。
し
か

(19)



し
盧
杷
の
選
ん
だ
の
は
美
し
い
神
女
を
伴

っ
た
天
上
仙
で
も
、
地
上
仙
で
も
な
い
。
た
だ
の
地
上
の
権
力
で
あ
っ
た
。
望
み
う
る
最
高
の
理

想
で
さ
え
地
上
の
権
力
に
は
敵
わ
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
俗
界
か
ら
の
神
仙
界

へ
の
決
定
的
な
拒
絶
で
あ
り
、
神
仙
界

の
完
全
な
敗

北
で
あ

っ
た
。 
 

不
老
不
死
と
男
女
を
結
び
つ
け
、
神
仙
界

の
敗
北
を
典
型
的
に
演
出
し
た
の
は
、
志
怪
的
要
素
で
は
な
く
、
実
に
伝
奇

の
技
量
で
あ

っ
た
f

年
の
こ
ろ
十
四

・
五
、
ま
こ
と
の
神
人
で
あ
る
太
陰
夫
入
が
、
人
間
界

の
汚
な
ら
し
い
男
に
よ

っ
て
そ
の
求
婚
を
拒

否
さ
れ
た
。
こ
れ
は
象
徴
的
に

一
つ
の
理
想
世
界
の
崩
壊
を
示
し
て
い
る
。

神
仙
界
が
も
う

人
間
の
理
想
で
な
く
な

っ
た
こ
と
の
証
で
あ

る
。

俗
界
と
代
替
可
能

の
世
界
で
あ
れ
ば
、
こ
の
現
実
界
だ
け
で
充
分
す
ぎ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
別
に
存
在
す
る
価
値
が
な
い
。
こ
の

理
想

世
界

の
崩
壊
は
、
小
説
史

の
上
で
は
志
怪
の
凋
落
と
見
合

っ
て
い
る
。
存
在
す
る
は
ず
の
世
界
が
崩
れ
て
し
ま
え
ば
、
志
怪
は
成
り
立

た
な

い
。
志
怪
の
世
界
は
歴
史
の
事
実
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
そ
の

一
角
が
完
全
に
崩
れ
た
の
で
あ
る
。
宋
代
は
近

づ
ぎ

つ
つ
あ

っ
た
。

 
こ
の

一
篇
を
収
載
し
た

『逸
史
』
の
著
者
自
身
は
お
そ
ら
く
自
覚
は
し
な
か

っ
た
ろ
う
が
、
太
陰
夫
人
の
失
敗
は
志
怪

の
終
焉
を
暗
示
し

て
い
た
の
だ
。

そ
の
終
焉
は
や
が
て
思
想

の
最
も

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
部
分
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。

か
つ
て

『隋
書
経
籍
志
』
は
む
ろ
ん
の
こ

と
、
『
旧
唐
書
芸
文
志
』
に
お
い
て
も
志
怪
の
書
は

「
小
説
家
類
」
に
は

一
部
も
な
い
。

す
べ
て
史
部

に
属
す
る
。

そ

の
こ
と
を
ご
く
簡
単

に
言

い
換
え
れ
ば

「
こ
れ
ら
の
書
物

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
史
実
に
属
す
る
ほ
ん
と
う
の
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
が

『新
唐
書
芸
文
志
』
に
な
る
と
、
伝
奇
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

「
小
説
家
類
」
に
組
み
替
え
ら
れ
る
。
こ

の
組
み
替
え
は
い
ま

ま
で
史
部
雑
伝
類
に
あ

っ
た

一
群

の
志
怪
を
新
た
に
子
部
小
説
家
類

に
移
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
宋
入
は
志
怪
に
記
さ
れ
た
こ

と
ど
も
を
も
は
や
歴
史

の
事
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
く
な

っ
て
そ
れ
ら
を
史
部
か
ら
削
除
し
た
。
そ
れ
は
志
怪
の
変
質
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
同
時
に
志
怪
の
荒
唐
無
稽
を
伝
奇
の
幻
設
虚
構
と
同
質
の
も
の
と
考
え
て
、
伝
奇
と
と
も
に
子
部
小
説
家
類

に
編
入
し
た
。
こ
う
し
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て

『
旧

唐

志

』

の
小

説

家

類

に

何
倍

か
す

る

大

量

の
志

怪

・
伝

奇

を

か
か

え

こ
ん

だ

『
新

唐

志

』

以

降

の
小

説

家

類

は
、

そ

の

こ

と

に
よ

っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ  
ヨ  
ヘ  
ヘ  
へ

て
逆

に
変

質

す

る
。

そ

の

な

か

み

を

そ

れ

ま

で

の
芻

辞

輿

誦

と

い
う

価

値

の
小

さ

い
言

説

か
ら

ほ

と

ん
ど

虚

誕

の
仮

構

へ
と
変

え

た

の
だ

か

ら
。

こ
う
し
て
こ
の
組
み
替
え

ー

二
重
の
変
質
i

は
単
に
志
怪
の
み
で
は
な
く
、
「
小
説
」
及
び

「
小
説
家
」
の
意
味
を
も
大
き
く
変

え
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
世
説
新
語
』
以
前

の
小
説
、
裴
啓
の

『
語
林
』
は
、
謝
安
に
つ
い
て
虚
偽
を
載
せ
た
た
め
に
廃

っ

た
と
い
う
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
ま
と
も
に
信
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
「
小

っ
ぼ
け
な
説
」
で
も
う
そ
を
書

い
た
か
ら
人
に
信
用

さ
れ

な
く
な
っ
た
と

い
う
理
由
は

い
ち
お
う
ま
か
り
通

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
い
う

こ
と
で

『新
唐
志
』
ま
で
は

「
小
説
家
」
で
さ
え

「
し

ょ
う
も
な
い
が
ほ
ん
と
う
の
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
て
頑
張

っ
て
来
た
の
だ
が
、
『新
唐
志
』
の
組
み
替
え
に
及
ん
で
「
役

に
も
立

た
ん
し
、
あ
て
に
も
な
ら
ん
し
、
う
そ
か
ほ
ん
と
う
か
も
分
ら
ん
が
、
あ
っ
て
も
別

に
か
ま
わ
ん
も
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ

て
し
ま
っ
た
。
『
世
説
』
も
そ
の
仲
間
に
入

っ
た
こ
と
は

む
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
も

「
小
説
」
の
意
味
は
変

っ
た
け
れ
ど
も
、
文

化
全
般

に
対
す
る
価
値
の
枠
組
み
は

『
漢
志
』
以
来
変

っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
史
部

に
納

っ
て
い
た
志
怪
は
九
流

の
外
に
押
し
や
ら
れ

三
文

の
値
打
ち
も
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
書
誌
の
組
み
替
え
の
背
後

に
は
時
代

の
変
化
に
伴
う
世
界
観
の
転
換
が
あ

っ
た
。

一
口

に
言

え
ば
宋
代
合
理
主
義

の
抬
頭
で
あ
る
。
新
し
い
世
界
観
が
志
怪
を
志
怪
た
ら
し
め
て
い
た
世
界
観

に
う
ち
勝
ち
、
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
な
場

所
か
ら
そ
れ
ら
を
追
放
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
思
想
の
最
も
尖
端
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
決
着
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
も
し
た
が

っ
て

と
言

う
べ
き
か
、
そ
れ
で
志
怪
的
世
界
が
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
神
仙
や
鬼
神
た
ち
は
な
に
よ
り
も
文
明
の
麓
野
に
展
が
る

広
大

な
民
俗
の
闇
の
中
に
生
き
続
け
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
か
知
識
人
の
意
識

に
お
い
て
も

『
旧
唐
志
』
ま

で
の
旧
套
を
守
る
人

た
ち
は
い
た
。
鄭
樵

の

『
通
志
』
芸
文
略
は

『新
唐
志
』
よ
り
か
な
り
後

の
南
宋

の
作
だ
が
、
そ
こ
で
は
志
怪
の
書

は
ま
だ
史
部
に
繋
け
ら

れ
て

い
る
。
そ
し
て
志
怪
に
属
す
る
話
も
、
と
っ
く
に
小
説
の
主
流
を
は
ず
れ
た
も
の
の
、
清
朝

に
至
る
ま
で
連
綿
と
書
き
続
け
ら
れ
る
。
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だ
が
文
化
の
形
と
し
て
は
、

神
仙
や

鬼
神
た
ち
は
も

は
や
こ
と
ば
の
物
語
の
中
で

し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
唐
宋
以
後

の
志
怪
作
品
の
中
で

は
、

か
れ
ら
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
か
れ
ら
が
与
え
る
恐
怖
の
感
情
で
す
ら
、
す
で
に
人

々
の
た
の
し
み
や
鑑
賞
の
対
象
で
し
か
な

い
。

か
れ
ら
が
人
々
に
与
え
る
感
じ
と
い
う
も
の
は
、
か
つ
て
か
れ
ら
を
実
在
の
も
の
と
し
て
そ
の
話
を
聞
き
読
ん
だ
人
々
の
現
実
感
か
ら

は
程
遠
い
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
神
仙
や
鬼
神
た
ち
は
完
全
に
文
芸
の
領
域
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

 
伝
奇
か
ら
志
怪
の
奪
還
を
目
指
し
た
は
ず
の

『
逸
史
』
が
、
そ
の
最
も
伝
奇
的
な
作
品
に
於
て
志
怪
の
終
焉
を
予
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
、
『逸
史
』

の
小
説
史

に
於
け
る
位
置
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

注

1
 

こ
こ
に
は
神
仙

境
訪
問
談
の
典

型
が
示
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
洞
窟
を
抜
け
て
人
間
世
界
と
は
思
え
な
い
世
界
に
出
る
。
そ

こ
で
出
会

っ
た
人
に
よ

っ
て
そ

の
世
界
の
ボ

ス

 
 

と
連
絡

が

つ
き

、
そ

こ
へ
行

っ
て
み
る
と
立
派
な
家
屋
で
、
侍
女
な

い
し
お
附
き
が
多
数
居
る
。
歓
待
さ
れ
て
ご
馳
走
に
あ
つ
か
り
、
そ

こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
随

っ
て
プ

 
 

ロ
ッ
ト
が
展

開
す

る
。
や
が
て
時

が
来
て
そ
こ
を
辞
す
る

こ
と
に
な
り
、
ボ

ス
か
ら
そ
の
世
界

の
存
在
に

つ
い
て
口
止
め
さ
れ
る
。
人
間
世
界
に
帰

っ
て
来
て
、
も
う

}
度

 
 

そ
こ
を
訪

ね
よ
う

と
す
る
が
、

そ
れ
は
二
度

と
実
現
し
な
い
。
だ
い
た
い
神
仙

境
談
に
は

一
つ
の
型
と
し
て
こ
う
い
う
筋
書
き
が
、
お
そ
ら
く
陶
渕
明
の

『桃
花
源
記
』
が

 
 

も

と
つ

い
た
説
話

以
釆
決

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

注

2
 

唐

以
前

の
志
怪
を

そ
の
成
立

の
経

過
も
時
期

を
も
問
わ
ず
、
作

品
の
題
材
に
よ

っ
て
分
類
す
る
と

ほ
ぼ

こ
の
三

つ
の
分
野
に
収
ま
る
。

注

3
 

こ
こ
に
い
う
構
成

と
は
単

に
原

本

『逸
史
』

が
ど
う
い
う
諸
篇

か
ら
成

っ
て
い
る
か
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
に
残
る
唐
代
の
小
説
集

で
唐
代
の
旧
を
止
め
る
も

 
 

の
は

ほ
と
ん
ど
な

い
。
『太
平
広
記
』
に
採
ら
れ
た
も

の
は
、

す

べ
て
北
宋
初
期

の

『
太
平
広
記
』

の
構
成
原
理
に
よ

っ
て
解
体
さ
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
、

原
本

『逸

 
 

史
』

の
作
品
集

の
配
列
や
評
語

に
か
か
わ
る
構
成

的
原
理
を
復

原
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

注

4
 

武
后

・
玄
宗
期

の
張
鴛

の

『遊
仙
窟
』
は

、
妓
楼

を
美
化

し
て

「仙
窟
」

と
言

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
妓
楼
の
美
化
は
、
逆
に
言
え
ば
神
仙
界
の

 
 

価
値

の
下
落

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
唐
も

か
な
り
初

期
か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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