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中

国

「鏡
」
説

話

考

多

賀

浪

砂

こ
の
小
論
は

「鏡
」

に
関
す
る
説
話
群

(以
後
便
宜
上

「鏡
」
説
話
と
称
す
る
)

が

六
朝

の
中

で
も
と
り
わ
け
晋
朝
と
深

い
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら

、
志
怪

小
説

の
発
生
が
六
朝

で
あ
る

こ
と
に

一
つ
の
傍
証
を
加
え

、
か

つ
階
末
唐
初
頃

の
作
品
と
さ
れ
る
王
度

『
古
鏡
記
』
が
、
六
朝
志
怪
小
説
か
ら
唐
代
伝
奇
小
説

へ
の
結
節
点

に
位
置
し
て
如
何
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
る
も

の
で
あ
る
。

古
来

、

鏡
は

「水

か
ゴ
み
」

で
あ
り
、

器

の
中

の
水
面
に
容
姿
を
映
す
も

へ
ー
)

の
で
あ

っ
た
。
初
め

「監
」
字
を
用

い
て
表
わ
し
、
そ

の
後

、
金
属

の
鏡

の
出

へ
2
)

現

に
よ

つ
て

「
鑑
」
字
を
用
い
る
よ
う

に
な
る
。

「
鏡
」
字

が
文
献

に
初
出
す

へ
3
)

る

の
は

『
荘
子
』
か
ら
で
あ

る
が
、
そ

の
後

に
書
か
れ
た
文
献

に
も
、
多
数

の

「
鏡
」
字

を
見

る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら

の
文
献
に
表
わ

れ
る
と

こ
ろ
の

「
鏡
」
字

は
あ
く
ま

で
も

「
容
姿
を
整
え
る
鏡
」

の
用
例

、
及

び

「
古

に
鑑

み
て
今
を
正
す
鏡
」
と

い
う

「鑑
」
字
と
共
通
の
使
用
例
で
あ

っ

て
、
お
よ
そ
鏡
を
神
秘
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
用
例
は
な
い
。

初
め
て
鏡
を
神
秘
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
文
献
は
、
後
漢

、
劉
歌

の

『
西

京
雑

記
』

で
あ
る
。
そ
れ

に
は
、

「漢

の
宣
帝
が
獄
に
下

る
も
、
身
毒
国

(イ

ン
ド
)

の
宝
鏡

一
枚

を
身

に
つ
け
て
い
た

の
で
、
災

い
か
ら
逃
れ
得
た
」
と

い

(
4
)

う
話

、
及
び

「漢

の
高
祖
が

成

陽

宮

で
見

つ
け
た
方
鏡
は
、
人
を
逆

さ
に
映

し

、
又
五
臓
六
騎

を
照
ら
し
病
気

の
あ
り
か
を
示
す
鏡

で
あ

っ
た
が
、
秦

の
始

皇
帝

は
、
そ

の
鏡
が
悪
心
を
見
抜
く
の
で
、
鏡

で
照
ら
し

て
は
悪
心
を
持

つ
宮

(
5
)

人
を
殺
し
た
」
と

い
う
話
を
採
録
し
て
い
る
。

こ
こ
に
初
め

て
、
災

い
か
ら
身

を
守
る
身
毒
国

の
宝
鏡
、
及
び

五
臓
六
腋
を
照
見
す
る
方
鏡
が
文
献

に
あ
ら
わ

れ
る
わ
け
で
あ

る
。

更
に
後
漢
、
郭
憲

の
作

と
さ
れ
る

『
洞
冥
記
』
も

「祇
国
か
ら
献
上
さ
れ
た

青
金
鏡
が
魑
魅
百
鬼
を
照
見
し
、
本
来

の
姿
か
ら
逃
れ
得
な
く
さ
せ
る
」
と
い

(
6
)

う
話
を
採
録
し

て
い
る
。

と

こ
ろ
で
鏡

の
効
用
の
叙
述
が
集
中

し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、
晋

、

へ
7
)

葛
洪

の

『
抱
朴
子
』

で
あ
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
書
は

「鏡

の

一
種

で
あ
る
と
こ

(
8

)

へ
8
)

ろ
の
方
諸
及
び
燧
を
用
い
て
寿
命
を
延
ば
し
、
又
盲
人
や
病
人
を
治
す
」
と
い

(
9
㌧

う
話
を
載
せ
、
あ
る

い
は
ま
た

「
九
寸
以
上

の
鏡
を
用

い
て
、
遠
方

の
事

、
未

来

の
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
又
鏡
を
四
枚
使
う

こ
と
に
よ

っ
て
多
く

の
神

々

へ
10
)

に
会
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
話
を
載
せ
、
あ
る

い
は
ま
た

「
こ
の
世

に
永

う13一



〈
生
き
な
が

ら
え
て
化
物
と
な

っ
た
老
精
も
、
鏡

に
は
そ
の
本
性
を
あ
ら
わ
す

か
ら
・
山

に
入
る
導

工
は
九
寸
以
上

の
鏡
を
背
負

っ
て
行
く

窺

」
と

い
い
・

へ
11
)

そ
の
後

に
、
鏡
を
使

っ
て
妖
魔
を
追
い
払

っ
た
実
例
を
幾

つ
か
載
せ
て
い
る
、

こ
こ
に
、
鏡

を
道
教

の
道
具

と
し

て
信
奉
す
る
考

え
が

明
文
化
さ
れ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
鏡

の
神
秘
性

に
言
及
す
る
文
献
と
し
て
、
晋

の
王
嘉

「
王

子
年
拾

遺
記
』
が
あ
る
。
こ
の
書

に
は
、

「
周
の
霊

王
の
時
、
異
方
か
ら
玉
人

(
12
)

石
鏡
が
献
上
さ
れ
た
」
と
い
う
話
、

「
渠
得
国

か
ら
韓
房
な
る
異
人
が
も
た
ら

し
た
火
斉
鏡
が
暗

い
所
を
昼
の
よ
う
に
照
ら
し
、
又
鏡

の
前
で
話
す
と
鏡
中

の

へ
12
)

影
が
そ
れ
に
応
じ
て
返
事
を

し
た
」
と

い
う
話
、

「
方
丈

山
と
い
う
異
郷
に
は

魑
魅

を
照
ら
し
出
し
、
化
物

の
真

の
姿
を
映

し
出
す
石
鏡
の
よ
う
な
も

の
が
あ

へ
13
)

っ
た
」

と
い
う
話
な
ど
を
採
録
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
異
国
と
、
妖
魔
を

見

る
鏡

と
の
結
び

つ
き
を
見

る
こ
と
が
で
き

る
。

更
に

『
捜
神
後
記
」
に
は
、
先

に
挙
げ
た

『
抱
朴
子
』
の
妖
魔
を
追
い
払

っ

た
話
を
受
け

て
、

「潅
南

の
陳
氏
が

不
審
な
二
女
子
を
見

つ
け
て
銅
鏡
を
掛
け

へ
14
㌧

た
と
こ
ろ
、

鹿

で
あ

っ
た
の
で

捕
え
て

ほ
じ
し

に
し
た
」

と
い
う
話
を
採
録

す

る
。

へ
15
>

又
、

『
述
異
記
』
に
は
、
先
述

の

「
西
京
雑
記
』

の

"方
鏡

"
の
話
を
受
け

て

「
病
気

の
あ
り
か
を
示
す
仙
人
鏡
」

の
話
を
採
録
し
て
い
る
。

(
16
)

や

ゝ
時
代
を
下
り
、
唐
初

に
編
纂
さ
れ
た

『
晋
書

』
に
は

"股
仲
文
"
及
び

(
17
)

"甘
卓

4
と

い

つ
た
人
物

に
ま
う
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
鏡
が
未
来

の
凶

兆
を
予
言
し
た
話
を
記

録
し

て
い
る
。

以
上
を
総
合

す
る
に
、
仮

に

『
西
京
雑
記
」
が
採
録
す

る
古
代
説
話
に
よ
れ

ば

、
前
漢
中
期

頃
ま
で
に
、
異
国
か
ら
、
中
国
在
来

の
鏡
よ
り
は
性
能

の
秀
れ

た
、
そ
の
上

に
携
帯
可
能
な
鏡
が
献
上

さ
れ
た
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き

る
。

し
か
し
な
が
ら
鏡
を
神
秘

な
も

の
と
す
る
考

え
が
精
神
的
な
意
味
あ

い
で
問

題

に
さ
れ
る
の
は
、
私

の
見

る
と

こ
ろ
晋
か
ら

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
.
「
西
京
雑

。記
」
は
漢
代

に
書
か
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
実

は
東
晋

の
葛
洪
に
よ

り
集
大
成
さ
れ
て
お
塑

灘

・
褻

・
鳳
瀧
と
い
ず
れ
も
東
晋
時
代
の
人
で

あ
り
、.
「
晋
書
』
も
ま
た
初
唐

に
編
纂
さ
れ
た
と

は
い
え
、
晋
そ

の
も

の
の
歴
史

を
記
し
た
書

で
あ
り
、
し
か
も

そ
こ
に
登
場
す
る

"
股
仲
文

"
及
び

"甘
卓
"

な
る
人
物
も

ま
た
東

晋
の
人

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
東
晋
時
代

に
至

っ
て
、
は
じ
め

て
鏡

を
精
神
的
な
意
味

で
取
り
扱

い
、
そ
れ

に
神
秘
性
を
付
与
さ
せ
る
、
と
い

う
考

え
が
生

ま
れ
て
来

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二

(
21
)

王
度

『
古
鏡
記
』
は
、
階
末
唐
初

頃
、
王
度
な
る
人
物

に
よ

っ
て
撰
さ
れ
た

(
22

)

と
さ
れ

る
。

つ
ま
り
階
末
あ
た
り
に
通
行
し
て

い
た

「
鏡
」

に
関
す
る
説
話
を

集
大
成
し
て

一
篇
に
し
た
も

の
で

あ

る
。
と

こ
ろ
で

『
古
鏡
記
』
の

取

材

源

と
な

っ
た
と

こ
ろ

の
そ
れ
ら

各

説

話

は
、
す

で
に
第

一
節

で
挙
げ
た
よ
う
な

「鏡
」
説
話
を
吸
収
し

て
成
り
立

っ
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
そ

の
他

の
古
小
説

へ
23
)

か
ら
も
か
な
り
な
影
響
を
受
け
て

い
る
。
そ
こ
で

『古
鏡
記
』
九
話
を
内
容

の

上

か
ら
分
類
し
て
、

A
、
鏡

が
妖
魔

の
正
体

を
現
わ
し
殺

す
話

〈
第

一
、
三
、

五

、
六
、

七
、

九
話
>

B
、
鏡
が
日
蝕

・
月
蝕

に
影
響

さ
れ

る
話
〈
第

二
話
〉

C
、
鏡
が
疫
病

に
な

っ
た
病
人
を
治
す
話
〈
第
四
話
〉

D
、
鏡
が
荒
海
を
鎮
め
難
波
を
免
れ

る
話
〈
第

八
話
〉

の
よ
う
な
四
種

に
分

っ
て
考
察
を
加

え
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

一14う



へ
24
)

A
、
第

一
話
は

『
捜
神
記
』

の
中

の
〈
張
華
と
狐
〉

の
話

、
及
び

「
異
苑
』

へ
25
)

の
中

の
〈
永
康
縣

の
人
〉
の
話
か
ら
深
い
影
響
を
受

け
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
妖
魔
が
初
め
人
間
の
姿
を
し
て
人
間
世
界

に
近
づ
い
て

(
26
)

、

、

く
る
と
こ
ろ
。
口
武
器
で
な

い
も

の
に
、
あ

る
象
徴
的
な
力
を
付
与
さ
せ
て
、

(
27
)

そ
れ
で
も

つ
て
妖
魔

の
正
体
を
現
わ
さ
せ
る
と
こ
ろ
。
日
妖
魔
と
、
妖
魔
の
正

体
を
現
わ
さ
せ
る
も

の
と
の
間

に
介
在

し
て
妖
魔
を
退
治
す

る
人
物
を
設
置
し

(
28
)

て

い
る
と
こ
ろ
等
、

こ
の
よ
う
な
諸
点
を
見

た
場
合
、

「
古
鏡
記
』
第

一
話
は

『
捜
神
記
』

の
〈
張
華

と
狐
〉
及
び

「
異
苑
』
の
〈
永
康
縣

の
人
〉
と
相
通
ず

る
と

こ
ろ
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

(
29
)

次
に
第

三
話
は
葛

洪

「
神
仙
伝
』

の
〈
劉

悪
〉

の
話
を

直

接

踏

襲

し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ば

「
古
鏡
記
』
は
、

『
神
仙
伝
』

の
〈
劉
悪
〉
の
話

に
お
け
る

"
護
符

"
を

"古
鏡
"
に
置
換
し
た
発
想
を
そ
の
ま
ま
と

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
な
お
、

『
古
鏡
記
」
に
は
王
度
な
る
編
者

の

確

固

た
る
信
念

に
基

い
て

"
淫
祀
宜

し
く
絶

つ
べ
し
"
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
こ
の
点
が

『
神
仙
伝

』
と

相
違
す
る
が
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
後

程
第

三
節

で
述
べ
る
。

第
五
話
は
、
妖
魔
が

"山
公

"

"毛
生

"
と

名

乗

る

と
こ
ろ
が
、

「
捜
神

へ
30
)

記
』
巻
十
八
に
お

い
て
妖
魔
が
や
は
り

"部

郡
"

"府
君
"
と
名
乗
る
と
こ
ろ

と
類
似
し
て
い
る
。

第
六
話
は
、
村
人
が
恐
れ
て

供

物

を

供
し
、
も
し
そ
れ
を
供
さ
な
け
れ
ば

崇

り
が
あ
る
と
信

じ
て
い
る
湖
水

の
神
を

、
鏡

で
正
体
を
現
わ
さ
せ
て
殺
す
と

い
う
筋
書

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す

る
妖
魚
、鮫

の
よ
う
な
化
物

の
源
流
は
確

へ
31
)

か
に
古
く
は

「
山
海
経
』

に
ま
で
遡
り
得
る
が
、
直
接

に
は

「
異
苑
』

の
〈
東

へ
32
)

郷
太
湖
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。勿
論

こ
の

「
異
苑
』

の
話
は
、

「
兵
士
が
湖
水

の
神

で
あ
る
と

こ
ろ
の

"白
魚

(妖
魚
)
"
と

の
約
束
を
破
り
、

こ
れ
を
煮
て
食
う
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
崇
り
が
あ

っ
て
全
員
溺
死
す

る
」
と

い

う
話

で
、

い
か
に
も
六
朝
志
怪
小
説
ら
し

い
と
こ
ろ
が

『
古
鏡
記
』
第
六
話
と

は
相
違
す
る
け
れ
ど
も
。

第
七
話
及
び
第
九
話
は
、
共

に
女
性

に
取
り
悪
い
た
妖
魔
を
退
治
す

る
と

い

へ
33
)

へ
34
>

う
話

で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
七
話

は

『
異
苑
』
に
、
第
九
話
は

「
捜
神
記
』

(
35
)

及
び

「
異
苑
』
に
類
似
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
を
模
倣
し
た
か

の
観
が
あ
る
。
と

は
い
え

『
古
鏡
記

』
が
道
教

の
書

に
影
響
さ
れ

つ
ゝ
も

、

"古

鏡
"
に
道
教

の

道
士

の
護
符

や
呪
を
上
回
る
力
を
付
与
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
前
述

の
両
書

と
相
違
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り

『
古
鏡
記
』
は
道
教

に
出
発

し
て
お
り

な
が
ら
、
道
士

の
力
を

"古
鏡
"
よ
り
は

一
段
低

い
力
し
か
な
い
も

の
と
み
な

し
て
い
る

の
で
あ
る
。

B
、
第

二
話
は
、
鏡
が
日
蝕

・
月
蝕

の
影
響

を
受
け
る

こ
と
と
、
暗
中

に
お

け
る
輝
き

の
点
で
酵
狭

の
宝
剣
に
勝
る
と

い
う
話

で
あ
る
。
宝
物

が
暗

い
所
を

へ
36
)

昼
の
よ
う

に
照
ら
す
と

い
う
発
想

は

「
西
京
雑
記
』
な
ど
六
朝
志
怪
小
説

に
も

多
く
見
ら
れ
、
又
宝
剣

の
霊
験
に

つ
い
て
も

『
王

子

年

拾

遺
記
』

の
〈
昆
吾

へ
37
)

山
〉
な
ど

の
話
が
見
ら
れ
、

『
古
鏡
記
』
も
そ
れ
ら
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

C
、
第
四
話
は
、
疫
病
が
流
行
し
た
が
鏡

で
照
ら
さ
れ
た
病
人
だ

け
は
す
ぐ

(
38
㌧

さ
ま
全
快
し
た
、
と
い
う
話

で
あ
る
。
こ
れ
は
劉
向

『
列
仙
伝
』
の

「
鏡
を
研

ぐ
負
局
先
生
な
る
仙
人
が
、
鏡
を
研
ぐ
毎

に
病
人
の
有
無
を
尋
ね
、
病
人
が
お

れ
ば
薬
を
与
え
た
」
話

に
そ

の
源

を
発
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に

「
西
京
雑

へ
5

)

記

』
に
は

「
五
臓
六
騎
を
照
見
し
病
気

の
あ
り
か
を
示
す
鏡
」
の
話

が
あ
り
、

(
9
㌧

ま
た

『
抱
朴
子
』

(金
丹
)

に
も

「鏡

に
置

い
た
露
を
飲
ん

で
生
命
を
延
ば
す
」
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話
が
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
も

『
古
鏡
記
』
の
第
四
話

に
関
連
あ

る
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。
又

"鏡
精

(鏡
の
精
)
"
に
関

し
て
は

『
王
子
年
拾
遺
記
』
の
中

の

「
影

(
12
)

が
答
え
る
」
を
踏
ま
え
て
更

に
こ
れ
に
創
作
を
加

え
、

「
鏡

の
精
が
夢
枕

に
立

つ
」
と

い
う
風
に
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く

ら
ま
せ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

D
、
第

八
話

は
、
そ
れ
が
踏
襲

し
た
と
考
え
ら
れ
る
先
行
資
料

は
出

て
は
来

へ
39
)

な

い
が
、
海

の

荒

れ

る
様

子
を
描

い
た
も

の
が

『
西
京
雑
記
』

や

『
漢
武
故

(
40
)

事
』

に
見

え
る
こ
と
。
又
河

の
神

の
心
を
鎮
め
る
た
め

に
、
若
い
女
性
を
犠
牲

(
41
)

へ
42
)

と
し

て
水

に
投
げ
込
ん
だ
話
が
、

『
史
記
』
や

『
捜
神
記
』
よ
り
伺
わ
れ
る

こ

(
43
)

と
。
又
祖
台
之

『
志
怪
』
に

「
"桐
郎
"
と

い
う
妖
魔
が
水
に
飛
び
込
ん
だ

の

と
同
時

に
荒
海
が
鎮
ま

つ
た
」
と

い
う
話
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

そ
れ
ら

が
渾
然

一
体

と
な

っ
て
出
来

た
も

の
か
と
思
わ
れ
る
。

三

以
上
に
も
見

た
よ
う
に

『古
鏡
記
』

の
九
話
は
、
い
ず
れ
も
六
朝
期

の
古
小

説
か
ら
素
材
を
見

つ
け
、
し
か
も

「
鏡
」
説
話
だ

け
で
な
く

「鏡
」
と
は
無
関

係

の
説
話
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
、
ふ
ん
だ
ん

に
こ
れ
ら
を
吸
収

し
な

が
ら

一
つ
の
伝
奇
風
小
説
と
し
て
開
花
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。

六
朝
期

の

「
鏡
」
説
話

に
お
け
る

「鏡
」

は

"妖
魔
の
正
体
を
発
く
"
だ

け

で
殺
す
力
な
ど
持

っ
て
い
な

い
が
、

『
古
鏡
記
』

に
な
る
と

「
鏡
」
に

"
妖
魔

を
殺
す

"
力
が
付
与
さ
れ

る
。

こ
れ
は

道

教

の

"
護

符

"
の
影
響
を
受

け
て

"武
器

で
な

い
も

の
で
妖
魔
を
殺
す
"
と
い
う
発
想
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
六
朝
期

の
よ
う
に

"鏡
が
妖
魔

の
正
体
を
発
く
"
と
い

う
だ
け

に
終
わ

っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
素
材
を
投
げ
出
し
た
に
過
ぎ

な

い
の
で
、
さ
ら
に
工
夫
を
加
え
て
、
そ
れ

ま
で
の
説
話
群

に
ス
ト
ー
リ
ー
と

し
て

の
新

し
い
展
開
を
持

た
せ
た
も

の
と
言
え

る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
を
更

に
深
く
考
察
す

る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な

こ
と
が

い
え

よ
う
。
六
朝
期

の
志
怪
小
説
は
、
怪
を
志
す

こ
と

に
の
み
興
味
が
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
の
み
専
心
し
て
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
い
つ
ど

こ
に
ど
の
よ

う
な
妖
怪
変
化
が
現
わ
れ
、
ど
う

い
う
事
件
を
引
き
起

こ
し
た
と
か
、
ど
こ
そ

こ
で
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な

こ
と
が
起

こ

っ
た
と
か
、
淫

祀
に
無
礼

を
働

い

た
人
間
が

い
か
な
る
不
幸
な
目

に
会

っ
た
な
ど
と
全
て
結
果

の
み

に
関
心
を
持

ち
、
不
可
解
な
る
事
象

の
本
体
を
な
ん
ら
解
明
す
る

こ
と
な
く
、
現
象
を
あ

り

の
ま
ま
に
語
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
六
朝

志
怪
小
説

の
特
色
が
あ
る

の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
大
半

の
話
が
正
体
不
明
の
ま

ゝ
終
わ

っ
て
し
ま
う
傾
向
を
持

っ
て
い

る
。
ま
た
、
確
か
に
六
朝
志
怪
小
説
に
お

い
て
も
、
博
学
あ

る
い
は
強
健
な

る

人
物

に
よ

っ
て
正
体
を
暴
露
さ
れ
殺
害
さ
れ
た
妖
怪
変
化
も

い
る
。
し
か
し

そ

れ
ら
は
そ
の
話

一
話

で
終
わ
る
。
妖
怪
変
化
を
殺
害

し
た
人
物
が
、
更

に
他

の

妖
怪
変
化
を
退
治
す

る
と

い
う
話
は
な

い
。

こ
れ
に
対
し
て

『
古
鏡
記
』
は

「鏡
」
自
体
は
神
秘

の
ヴ

ェ
ー

ル
に
包

ま
れ

た
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す

る
妖
魔
た
ち

は
、
人
間

に
姿
を
借
り

て

い
る
者
も
、
無
知

な
者

に
供
物

を
ね
だ

っ
て

い
た
も

の
も
、
女
性
に
取

り
愚
い

て
い
た
も

の
も
、
全

て
正
体
を
発
か
れ

て
殺
さ
れ
る
し

、
登
場
す
る
妖
魔
も

ひ

と
り
や
ふ
た
り
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
後
半

に
な

る
と
王
動
は
古
鏡
を
持

っ
て
他

の
地
方

に
ま
で
征
伐

に
出

か
け

て
行
く
。

つ
ま
り
は
妊
魔
退
治

、
淫
祀

廃
絶

、
も

の
の
け
退
治
と
、
征
伐
の
旅
行
記
録
と
で
も

い
う

べ
き
も
の
な

の
で

あ

る
。

例
え
ば
淫
祀
に
し

て
も
、
先
に

述

べ
た

よ
う
に

『
古

鏡

記

』
の
第
六
話
と

『
異
苑
』

の
〈
東
郷
太
湖
〉
と
に
は
類
似
点
も
あ

る
が
、

『古
鏡
記
』
と

『
異

苑
』
と

の
明
確
な
相
違
点
は
、
淫

祀
を
否
定

す
る
こ
と

に
よ

つ
て
崇
り
を
受
け
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る
か
否
か
と
い
う
と

こ
ろ

で
あ
る
。

六
朝
志
怪

小
説

に
あ

っ
て
も
、
確
か
に
作
品

に
よ

っ
て
は

「
廟
」
が
必
ず
し

も
全
て
霊
験

あ
ら
た
か
な
も
の
ば

か
り
と
は
言
え
ず

、

「
廟
」

の
実
体

が
た

ゴ

「
行
商

人
が

便

宜

上

置

い
て
行

っ
た
か
わ

へ
び

に
す
ぎ
な
か

っ
た
」

と
い
う

へ
44
)

〈
鰭
父
廟
〉

の
よ
う
な
話
さ
え
採
録
し

て
は

い
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
、
六
朝
志
怪
小
説
は
、
人
間

の
方
が
妖
魔
に
や
ら
れ
、
廟
に
無
礼
を
働

い
て

崇

り
を
受

け
る
よ
う
な
話

の
方

に
興
味

の
中

心
が
あ
り
、
ま
し
て
古
く
か
ら
村

落

に
伝
わ
り
民

の
信
仰

を
受

け
て
い
る
よ
う
な

「
古
廟
」

に
つ
い
て
の
本
体
解

明
な
ど

は
決
し

て
な
さ
れ
な
い
。
例
え
ば

「
異
苑
』

に
は
〈
東
郷
太
湖
〉

の
他

に
も

「
古
廟
」

に
ま

つ
わ
る
説
話
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
大
半

が
古
廟
を
信

じ
な
か

っ
た
り
、
古
廟
に
無
礼
を
働

い
た
り
、
古
廟

の
神
様
と
の
約
束
を
破

っ

た

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
人

は
処
罰
を
受

け
て
い
る
。
無
論
、
当
時

の
為
政
者

は
時

に
か
か
る
淫
祀
を
利
用
す
る

こ
と
は
あ

っ
て
も
大
抵
は
淫
祀
を
廃
止
す
る

方
向

に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
為
政
者

は
と
も
か
く
六
朝
志
怪
小
説
に

あ

っ
て
は
、
妖
魔
が
跳

梁
し

て
い
る

の
と
同
様
、
淫
祀
も
ま
た
決
し
て
否
定

さ

れ

て
は

い
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る

に

『古
鏡
記
』
は
そ

の

"古
廟

"
を
淫
祀
だ
と
し
て

"古
鏡
"
を
用

い
て
正
面
か
ら
ぷ

つ
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
編
者

王
度

の
脳
裏

の
中

に
、

淫

祀
を
否
定

、
廃
止
、
廃
絶
す
る
確
固
た
る
考
え
が
あ

つ
た

こ
と
を
物
語

る
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
六
朝

志
怪
小
説

に
お
い
て
は
、
妖
怪
変
化
と
人
間
と
は
絶
え
ず
勝
敗
を

繰
り
返
し

て
い
る
。
そ
れ
故

、
六
朝
志
怪
に
あ

っ
て
は
妖
怪
変
化
が

一
き
わ
潤

達
に
と
び
回
り
、
妖
怪
変
化
全
盛

の
観
を
呈
し

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て

「古

鏡

記
』

で

は

そ
の
よ
う
な
妖
怪

の
影
が
消
え
、
専

ら

「鏡
」

の
力
を
借

り
た
人
間

に
妖
魔
が
打
倒
さ
れ
、
淫
祀
が
廃
絶
さ
れ
る
こ
と

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「古
鏡
記
』
は
六
朝
志
怪
小
説
か
ら
唐

(
45
)

代
伝
奇
小
説

へ
の
橋
桁
的
作
品
と
い
わ
れ
る

に
ふ
さ
わ

し
く
、

い

っ
た
ん
全

て

の
妖
怪
変
化
を

一
ケ
所

に
集
め
て
殺
し

て
し
ま

い
、
そ
れ
ま

で
の
妖
怪
変
化
中

心

の
説
話
か
ら
、
中
唐
以
後

の
人
間
中
心

の
話

へ
と
移
行
す
る
接
点
と
し
て
、

妖
怪

の
全
面
否
定

、
淫
祀

の
全
面
廃
止

に
話

の
中

心
を
置

い
て
い
る
、
と
見
る

こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
こ
と
は
志
怪
小
説
か
ら
の
脱
却

で
あ
り
、
伝
奇
小
説

へ

と
進
歩
す
る
第

一
歩
と
も
受

け
取

り
得
よ
う
。

四

更

に
文
章
構
成

の
上
か
ら

『
古
鏡
記
』
を
眺
め

て
み
よ
う
。

第

二
節

に
お
い
て
見
た
と
お
り

『
古
鏡
記
」
は
、
す

で
に
六
朝
志
怪
小
説
か

ら
様

々
の
逸
話
を
吸
収
し
、
従
来
独
立

し
た
話
と
し
て
断
片
的

に
存
在
し
て
い

た
と
思
わ
れ

る
九

つ
の
話
を

、
改
め
て
大
業
七
年
か
ら
十

三
年
ま

で
の

一
貫
し

た
記
録
と
し

て

一
篇

の
伝
奇
小
説

に
ま
で
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ

が
ま
だ
稚
拙
な
段
階
で
あ
る
と
は

い
え
、
文
章
構
成
力

の
点

で
、
小
説
と
い
う

文
学

ジ

ャ
ン
ル
が
進
歩

へ
の
第

一
歩

を
踏

み
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
第

一
話

に
入
る
前

の
導
入
部

に
お
け
る
王
度
が
古

鏡
を
入
手

す

る
に
至

つ
た
由
来

、
ま
た
第

二
話
と
等

三
話
と

の
間

に
挿
入
さ
れ
た
古
鏡

の

伝
来

の
過
程

に
関
す

る
追
憶
と
古
鏡

の
神
秘
性
、
及
び
末
尾
部

に
お
け
る
古
鏡

の
亡
扶
な
ど
、
こ
れ
ら
各
部
分

の
話

は
、
例
え
編
者

王
度
自
身

の
純
粋
な
創
作

で
は
な

い
に
せ
よ
、
全
体
を

一
篇
と
し

て
ま
と
め
る
こ
と

に
大

き
く
寄
与
し
て

お
り
、
王
度
の
構
成
力
を
示
す
も

の
と
み
な
し
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は

「
古
鏡
記

」
と

ほ
ゞ
同
時
期

に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ

る
張
文
成

(
46
)

撰

「
遊
仙
窟
』
が
、
六
朝

や
唐
初

の
韻
文

・
散
文

の
中

か
ら
取

り
込
め
る
だ
け

の
言
葉

や
文
章
を
吸
収
し
な
が
ら
、
張
生
と
五
媛

・
十

娘
と

の
出
会

い
か
ら
別
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れ
ま
で
の
時
間

の
推
移
を
追

つ
て
、
ど
う
に
か

一
篇
と
し
て
ま
と
め
上

げ
て
い

る
と
こ
ろ
と
構
文
が
類
似
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
遊
仙
窟
』

の
文
章

は
、
あ

(
47
)

る

い
は
晋

の
陶
潜

の

『桃
花
源
記
』
よ
り
張
生
が
異
郷

へ
入

つ
て
行
く
様
子
を

(
48
)

採
り
入
れ
、
あ
る

い
は
漢

の
班
固

の

『
漢
武
帝
内
伝

』
よ
り
神
仙
と
交

わ
る
と

い
う

モ
チ
ー
フ
を
採
り
入
れ
、
更
に
は

『
文
選
』
そ

の
他
多
く

の
典
籍

か
ら
多

(
49
)

数

の
美

し
い
字
句
を
採
り
入
れ
て
、
し
か
も
全
体
と
し
て
物
語

の
辻
褄
を
合
わ

せ
て
長
文

の
構
成

に
ま
で
仕
上
げ
て
い
る
が
、

『古

鏡
記

』
も
同
様
な
手
法
を

用

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
初
唐
か
ら
盛
唐

に
か
け
て
、
小

説
と
い

う
文
学

ジ
ャ
ン
ル
が

一
つ
の
成
長
期

に
さ
し
か

ゝ

つ
て
新

し
い
構
文
手
法

の
開

拓
に
努
め

て
い
た
当
時

の
様
相
を
示
す
も

の
だ
と

い
え
よ
う
。

『古
鏡
記
』
は
鏡
の
力

で
妖
魔

の

一
々
を
抹
殺
し

て
い
く

こ
と

に
焦
点
が
絞

ら
れ
て
語
ら
れ

て
い
る
。
話

の

一
つ

一
つ
は
互

に
短
絡
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
小
説
は
、
妖
魔
折
伏
、
淫

祀

廃

絶

と

い
う

一
つ
の
テ
ー

マ
で
貫

か
れ
て
お
り
、

『
遊
仙
窟

』
が

い
ろ

い
ろ
な
愛

の
場
面
を
連
ね
な
が
ら
、
快
楽

と

い
う

一
つ
の
テ
ー

マ
で
貫

い
て
い
る
所
と
文

章

構

成

上
極
め
て
重
な
り
合

う
面
を
持

つ
て
い
る
。

『古
鏡
記
』

に
せ
よ

『
遊
仙
窟
』
に
せ

よ
、
唐
代
初
期

に
書
か
れ
た
小
説
が
、
六
朝
志
怪
と
も
、
あ
る
い
は
中
唐
以
後

の
い
わ
ゆ
る
伝

奇
小
説
と
も
様
相
を
異

に
す

る

一
つ
の
特

徴
と
も
言
う

べ
き
も
の
を

こ
こ
に
呈

示
し
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で

『
古
鏡
記
』
及
び

『
遊
仙
窟

』
に
は
、
是
非
と
も
こ
の
小
説
を
作

っ
て
お
き
た
い
と

い
う
編
者
側

の
内
的
必
要
性
に
お
い
て
、
些

か
欠
け
る
う
ら

み
が
あ
る
。

(
50
)

つ
ま
り
、
晋
の
干
宝

『
捜
神
記
』
は
ま
だ

"
父
の
埠

の
再
生

"
や

"兄

の
蘇

生

"
に
促
さ
れ
た
内
的
要
求

が
強

い
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
確
か
に
干
宝

の

『
捜

神
記
』
は
、
ま
だ
今
日
か
ら
考
え
る
小
説

の
概
念
か
ら

は
程
遠
く
、
や
は
り

一

種
の
覧

で
あ
り
・
そ
れ
も
正
史

か
ら
は
落
ち
こ
ぼ
れ
た
野
史
で
あ

る
・
に
も

か

ゝ
わ
ら
ず
、
干
宝
は
そ
の
野
史

に
か
な
り

の
情
熱
を
傾
け
て
書

い
て
い
る
も

の
の
よ
う

で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
伝
え
聞

い
た
話

の
集
大
成

で
あ

っ
た

に
し

て
も

、
そ
こ
に
は
こ
れ
を
集
め
ま
と
め
あ
げ
て
後
世

に
残
し
た

い
。
そ
れ
が
如

何
な

る
形
態
で
あ
れ
、
正
史
か
ら
落
ち

こ
ぼ
れ
た
人
間

の
経
験
を
記
録
と
し
て

書
き
留
め

て
お
き
た
い
と

い
う
作
者
干
宝

の
情
熱
が
こ
も

っ
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が

こ
の
点

、
な
ん
と
か
後
世

へ
伝
達
し
よ
う
と
す
る
創
作
的
情
熱

に

お
い
て
、

『
古
鏡
記
』
と

『
遊
仙
窟
』

の
編
者
は
些
か

そ
れ
が
希

薄
で
あ

る
よ

う
に
私

に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

『古

鏡

記
』
及
び

『
遊

仙

窟
』

に

は
、
是
が
非

で
も
後
世

に
書
き
残
そ
う
と
す
る
情
熱
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

何
ら
か
の
事
業
ー

そ
れ
は

『古
鏡
記
』
中
に
出
て
く
る
よ
う
に
歴
史
編
纂
で

(
52
)

あ
る
か
も
し
れ
な
い
ー

の
途
上
に
あ

つ
て
、
た
ま
た
ま
珍
し

い
話
を
数
多
く

知

っ
た
た
め

に
、
あ
る
い
は
ま
た
物
尽
し

の
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ
う
な
も

の
を
多

数
入
手
し
た
た
め
に
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
忘
却
さ
せ
る
こ
と
を
惜
し
む
気
持
ち

か
ら
、
こ
れ
を
書
き
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ

る
。

一
方

ま
た

『
古
鏡
記
』
と

『
遊
仙
窟

』
は
盛
唐
以
後

の
い
わ
ゆ
る
唐
代
伝
奇

小
説
と
も
様
相
を
異

に
し
て
い
る
。
勿
論
盛
唐
以
後

に
あ

っ
て
も
、
六
朝
志
怪

小
説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
多
数

の
作
品

が
残
存
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
例

え

へ
53
㌧

(
53
)

ば
沈
既
済

撰

『
任
氏
伝

』
、
李
朝
威
撰

『
柳
毅
』
と

い

っ
た
作
品

の
よ
う
に
、

妖
怪
を
主
人
公

に
し

つ
ゝ
も
、

そ
の
中

に
人
間

の
内
面
を
見

よ
う
と
す
る
も
の

が
若
干
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
珍
奇
な
妖
怪
変
化

に
対
す
る
興

味

は
薄
れ
、
妖
怪
に
テ
ー

マ
を

借

り

な

が
ら
、
よ
り
深
く
人
間

の
奥
深

い
内

面

に
ま
で
迫
ろ
う
と
す
る
方
向

へ
と
変
化

し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
沈
既
済

撰

『沈
義

』
や
李
公
佐
撰

『南
桐
太
養

』
が
奇
な
る
事
件
に
話
柄
を
借
り
な
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が
ら
、
人
生

へ
の
深

い
思
索

に
ま

で
迫
ろ
う
と
し

て
い
る
の
と
同
様

で
あ
る
。

へ
53
)

へ
53
)

そ
し
て
更

に
白
行
簡

撰

『
李
娃
伝
』
や
元
積
撰

『朋
贔
鳥
伝
』

に
な
る
と
、
す
で

に
怪
異
性
は
完
全
に
消

え
、
創
作

の
志
向

は
専
ら
人
間

の
内

面
描
写

へ
と
向

う

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

盛

唐

以

後

の
中
篇
小
説
は

一
つ
の
テ
ー

マ
に
関

し
て
そ

の
内
在
す

る
問
題
を
掘
り
下
げ

、
か
く
し
て
作
品
を
中
篇

に
ま
で
仕
上
げ
て

い

る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
例

え

『
古
鏡
記
』
や

『
遊
仙
窟
』

の
方

が
盛
唐
以
後

の
も

の
よ
り
も
長
文
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
文
学
作
品
と
し

て
秀
れ
る
も

の
と
は

言

い
え
な
い
。
六
朝
志
怪
と
唐
代
伝
奇
と
を
接
続

さ
せ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
、

つ

な
ぎ

の
話
を
投

入
し

て
長
文

に
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
従

っ
て

『
古
鏡
記
』
が
、
六
朝
期

の

細

切

説

話
を
長
文
に
す

る
べ
く
貢
献
し
た
点

で

は
、

そ
れ
は
そ
れ
な

り
に
、
や
は
り
過
渡
朝

の
作

品
と
し
て
価
値
が
あ
る
が
、

読
者

の
感
銘

を
よ
り
深
く
す
る

べ
く

、
読
者

の
反
応

を
意
識
す
る
点
に
お
い
て

は
、
ま
だ

ま
だ
稚
拙
な
作
品
と
し

て
位
置
付

け
ら
れ
う
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

注

富
岡
謙
蔵
著

「古
鏡
の
研
究
」

(大
正
九
年
丸
善
会
社
刊
三
～
四
頁
)
参
照
。

加
藤
常
賢
著

「漢
字
の
起
源
」

(昭
和
四
五
年
角
川
書
店
刊
三
五
〇
頁
)
参
照
。

駒
井
和
愛
著

「中
国
古
鏡
の
研
究
」

(
一
九
五
三
年
岩
波
書
店
刊
七
頁
)
参
照
。

宣
帝
被
収
繋
郡
邸
獄
。
曽
上
猶
帯
史
良
梯
合
采
娩
転
綜
縄
、
繋
身
毒
国
宝
鏡

一
枚
、
大
如

八
鉄
銭
。
旧
伝
、
此
鏡
見
妖
魅
、
得
侃
之
者
、
為
天
神
所
福
。
故
宣
帝
従
危
獲
濟
。

(
「西
京
雑
記
」
巻

一
)

高
祖
初
入
威
賜
宮
、
周
行
庫
府
。
金
玉
珍
宝
。
不
可
称
言
。
其
尤
驚
異
者
、…
…
有
方
鏡
。

広
四
尺
、
高
五
尺
九
寸
。
表
裏
有
明
、
人
直
来
照
之
、
影
則
倒
見
。
以
手
椚
心
而
来
則
見

腸
胃
五
臓
、
歴
然
無
破
。
人
有
疾
病
在
内
、
則
掩
心
而
照
之
、
則
知
病
之
所
在
。
又
女
子

有
邪
心
、
則
脂
張
心
動
。
秦
始
皇
常
以
照
宮
人
、
膳
張
心
動
者
、
則
殺
之
。

(
「西
京
雑

記
」
巻
三
)

恐
ら
く
六
朝
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

元
封
中
、
有
祇
国
献
此
鏡
。
照
見
魑
魅
、
不
獲
隠
形
。

(
「洞
冥
記
』
巻

一
)

「
抱
朴
子
」
参
照
。

駒
井
和
愛
著

「中
国
古
鏡
の
研
究
」

(前
掲
)
第
四
章
陽
燧
及
び
方
諸
の
形
態
。
参
照
。

其
法
鼓
冶
黄
銅
、
以
作
方
諸
、
以
承
取
月
中
水
、
以
水
銀
覆
之
、
致
日
精
、
火
其
中
、
長

服
之
不
死
。
又
取
此
丹
、
置
雄
黄
銅
燧
中
、
覆
以
乗
曝
之
。
二
十
日
発
而
治
之
、
以
井
華

水

。服
如
小
豆
、
百
日
盲
者
皆
能
視
之
、
百
日
病
者
自
愈
、
髪
白
還
黒
、
歯
落
更
生
。
…

…

(
「抱
朴
子
」
内
篇
巻
四
金
丹
)

或
用
明
鏡
九
寸
以
上
自
照
、
有
所
思
存
、
七
日
七
夕
則
見
神
仙
。
或
男
、
或
女
、
或
老
、

或
少
、

一
示
之
後
、
心
中
目
知
千
里
之
外
、
方
来
之
事
也
。
明
鏡
或
用
一
。
或
用
二
、
謂

之
日
月
鏡
。
或
用
四
、
謂
之
四
規
。
四
規
者
、
照
之
時
、
前
後
左
右
、
各
施

一也
。
用
四

規
所
見
、
来
神
甚
多
。
…
…

(
「抱
朴
子
」
内
篇
巻
十
五
雑
応
)

又
万
物
之
老
者
、
其
精
悉
能
假
託
人
形
、
以
眩
惑
人
目
、
而
常
試
人
。
唯
不
能
於
鏡
中
、

易
其
真
形
耳
。
是
以
古
之
入
山
道
士
、
皆
以
明
鏡
径
九
寸
以
上
、
懸
於
背
後
、
則
老
魅
不

敢
近
。
人
或
有
来
試
人
者
、
則
當
願
視
鏡
中
。
其
是
仙
人
、
及
山
中
好
神
者
、
顧
鏡
中
、

故
如
人
形
。
若
是
鳥
獣
邪
魅
、
則
其
形
貌
、
皆
見
鏡
中
　
。
…
…

昔
張
蓋
躊
及
偶
高
成
二
人
、
並
精
思
於
蜀
雲
台
山
石
室
中
。
忽
有

一
人
、
著
黄
練
単
衣
葛

巾
、
往
到
其
前
日

「労
乎
、
道
士
乃
辛
苦
幽
隠
。
」
於
是
二
人
顧
視
鏡
中
、
乃
是
鹿
也
。

因
問
之
日

「汝
是
山
中
老
鹿
、
何
敢
詐
為
人
形
。
」
言
未
絶
而
来
人
即
成
鹿
而
走
去
。

林
慮
山
下
有

一
亭
、
其
中
有
鬼
。
毎
有
宿
者
、
或
死
或
病
、
…
…
後
郵
伯
夷
者
遇
之
。
…

…
密
以
鏡
照
之
、
乃
是
群
犬
也
。
…
…
伯
夷
懐
小
刀
、
因
捉

「
人
而
刺
之
。
初
作
人
叫
、

死
而
成
犬
。
除
犬
悉
走
。
於
是
遂
絶
。
乃
鏡
之
力
也
。…
…

(
「抱
朴
子
」
巻

一
七
登
渉
)

周
霊
王
、
…
…
二
十
三
年
、
起
昆
昭
之
台
。
亦
名
宣
昭
。
聚
天
下
異
木
神
工
。
・.・.う・時
異

方
貢
玉
人
石
鏡
。
此
石
色
白
如
月
、
照
而
如
雪
。
謂
之
月
鏡
。
…
…

有
韓
房
者
、
自
渠
青
国
来
。
獣
、
…
火
斉
鏡
広
三
尺
、
閣
中
視
物
如
昼
。
向
鏡
語
則
鏡
中

影
応
声
而
答
。
韓
房
身
長

一丈
、
垂
髪
至
膝
、
…
…

(
「
王
子
年
拾
遺
記
」
巻
三
)

方
丈
山
。
有
池
、
方
百
里
。
水
浅
可
渉
。
泥
色
若
金
。
…
…
百
錬
可
為
金
、
色
青
。
照
魑

魅
猶
如
石
鏡
。
魑
魅
不
能
蔵
形
　
。

(
「王
子
年
拾
遺
記
」
巻
十
)

准
南
陳
氏
於
田
中
種
豆
、
忽

見
二
女
子
。
姿
色

甚
美
、
著
紫
纈
福
青
循
、
天
雨
而
衣
不

湿
。
其
壁
先
掛

一
銅
鏡
、
鏡
中
見
二
鹿
。
遂
以
刀
研
、
獲
之
、
以
為
肺
。
(
「
捜
神
後
記
」

巻
九
)

日
林
国
有
神
薬
数
千
種
。
其
西
南
有
石
鏡
、
方
数
百
里
、
光
明
釜
徹
。
可
鑑
五
臓
六
腋
。

亦
名
仙
人
鏡
。
国
中
人
若
有
疾
、
轍
照
其
形
、
遂
知
病
起
何
臓
蔚
。
即
采
神
薬
餌
之
、
無

不
愈
。

(
「述
異
記
」
巻
下
)
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「漢
魏
叢
書
」は
任
防
著
と
す
る
が
、任
肪
の
著
か
祖
沖
之
の
著
か
、今
定
か
に
し
が
た
い
。

(股
)
仲
文
時
照
鏡
不
見
其
面
、
数
日
而
遇
禍
。
…
…
(
「晋
書
」
巻
九
十
九
股
仲
文
伝
)

(甘
)
卓
。
…
自
照
鏡
不
見
其
頭
、
視
庭
樹
而
頭
在
樹
上
、
心
甚
悪
之
。
其
家
金
櫃
鳴
、

声
似
槌
鏡
、
清
而
悲
。
…
…
裏
陽
太
守
周
慮
等
密
承
敦
意
、
知
卓
無
備
、
…
…
乃
襲
害
卓

干
寝
、
傅
首
干
敦
。
…
…

(
「普
書
」
巻
七
十
甘
卓
伝
)

「晋
書
」
巻
七
二
葛
洪
伝
参
照
。

「晋
書
」
巻
九
五
王
嘉
伝
参
照
。

「晋
書
」
巻
九
四
陶
潜
伝
参
照
。

劉
開
栄
著

「唐
代
小
説
研
究
」

(中
華
民
国
三
六
年
、
商
務
印
書
館
刊
)
二
四
～
三
一
頁

参
照
。

圧
辟
彊
著

「唐
人
小
説
」

(
一九
五
五
年
世
界
書
局
)
三
～

一
四
頁
参
照
。

段
煕
仲

「
(古
鏡
記
》
的
作
者
及
其
他
」

「文
.字
遺
産

・増
刊
十
輯
」

一
九
六
二
年
中
華

書
局

一
〇
八
～

=

六
頁
参
照
。

劉
開
栄
氏
は

「唐
代
小
説
研
究
」

(前
掲
)
二
四
～
二
五
頁
に
お
い
て
、
文
中
子
王
通
の

弟
、
王
凝
を
王
度
で
あ
る
と
し
、

「古
鏡
記
」
中
の
王
動
を
王
績
と
同

一
人
物
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
涯
辟
彊
氏
も

「唐
人
小
説
」

(前
掲
)
九
～

一
○
頁
に
お
い
て
、
劉
開
栄
氏

と
同
じ
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
段
照
仲
氏
は

「文
学
遺
産

・増
刊

一〇
輯
」

(前
掲
)

一
=
二頁
に
お
い
て
、
王
績
等
と
親
族
関
係
を
持
つ
王
動

(高
宗
武
后
期
の
人
)
を
作
者

と
み
る
。
し
か
し
市
川
本
太
郎
著

「文
中
子
」

(昭
和
四
五
年
明
徳
出
版
社
)

=

頁
に

よ
り
、
私
は
、
文
中
子
の
兄
に
王
度
な
る
人
物
が
い
た
と
い
う
風
に
考
え
た
い
。

鄭
振
鐸
著
「挿
図
本
中
国
文
学
史
」第
二
冊
四
九
五
～
四
九
六
頁
(民
国
一=

年
)
に
従
う
。

張
華
…
於
時
燕
昭
王
墓
前
、
有

一
斑
狐
、
積
年
能
為
変
幻
、
及
変
作

一
書
生
、
…

「天
下

豊
有
此
年
少
、
若
非
鬼
魅
則
是
狐
狸
。
」
…
…
華
已
使
人
防
門
、
不
得
出
。
…
…
謂
華
日

「…
…
當
是
致
疑
於
僕
也
。
将
恐
天
下
之
人
捲
舌
而
不
言
、
智
謀
之
士
望
門
而
不
進
深
。

」

「

千
年
老
精
不
能
復
別
。
惟
得
千
年
枯
木
照
之
、
則
形
立
見
。
」
…
…

使
乃
伐
其
木
、
血
流
。
便
将
木
帰
、
燃
之
以
照
書
生
、
乃

一
斑
狐
。
華
日

「此
二
物
不
値

我
、
千
年
不
可
復
得
。
」
乃
烹
之
。

(
「捜
神
記
」
巻

一
八
)

呉
孫
権
時
、
永
康
縣
有
人
。
入
山

遇

一
大
亀
。
…
…
亀

便
言
日

「遊
不
量
時
、
為
君
所

得
。
」
人
甚
怪
之
捻
出
、
欲
上
呉
王
。
…
…
権
命
煮
之
焚
柴
万
車
、
語
猶
如
故
。
諸
葛
恪

日

「燃
以
老
桑
樹

」

権
使
人
伐
桑
樹
煮
之
。
亀
乃
立
燗
。

(
「異
苑
」
巻
三
)

「古
鏡
記
」
に
お
い
て
は

「埠
」
で
あ
り
、
「捜
神
記
」
に
お
い
て
は

「書
生
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
は

「異
苑
」
は
該
当
し
な
い
。

「古
鏡
記
」
に
お
い
て
は

「古
鏡
」
で
あ
り
、

「捜
神
記
」
に
お
い
て
は

「千
年
神
木
」

す
な
わ
ち

「華
表
木
」
で
あ
り
、

「異
苑
」
に
お
い
て
は

「老
桑
樹
」
で
あ
る
。

「古
鏡
記
」
に
お
い
て
は

「王
度
」
で
あ
り
、
「捜
神
記
」
に
お
い
て
は

「張
華
」
で
あ
り
、

「異
苑
」
に
お
い
て
は

「諸
葛
恪
」
で
あ
る
。

…
…
嘗
有
居
人
妻
病
邪
魅
、
累
年
不
愈
。
愚
乃
勅
之
。
其
家
宅
傍
有
泉
水
。
…
…
中
有

一

蚊
枯
死
。
又
有
古
廟
。
廟
間
有
樹
、
樹
上
常
有
光
。
人
止
其
下
、
多
遇
暴
死
。
禽
鳥
不
敢

巣
其
枝
。
悪
乃
勅
之
。
盛
夏
樹
便
枯
死
、
有
大
蛇
長
七
八
丈
、
懸
其
間
而
死
。
後
不
復
為

患
。
…
…

(
「神
仙
伝
」
巻
五
)

呉
時
…
有
鬼
魅
、
宿
者
轍
死
。
…
…
時
丹
腸
人
湯
応
者
大
有
謄
武
。
…
…
問
是
誰
。
答
云

「部
郡
相
聞
。
」
…
頃
間
、
復
有
叩
閣
者
如
前
、
日

「府
君
相
聞
。
」
…
応
乃
廻
顧
、
以

刀
逆
撃
、
中
之
。
府
君
下
坐
走
出
。
…
称
府
君
者
、
是

一
老
猪
也
。
部
郡
者
、
是

一
老
狸

也
。
自
是
遂
絶
。

(
「捜
神
記
」
巻

一
八
)

「山
海
経
」
巻
二

(芸
文
印
書
館

邦
鋳
行

「山
海
経
箋
疏
」
)
参
照
。

東
郷
太
湖
、
呉
庚
申
歳
、
於
此
有

一
軍
士
五
百
人
。
将
破
堰
先
以
酒
肉
祈
神
。
約
令
水
澗

夜
夢
人
云
、
…
…
得
白
魚
形
状
非
常
。
小
人
貧
利
、
剖
而
治
之
、
見
昨
所
祭
除
食
、
充
溢

腸
内
。
…
…

一
時
没
溺
。
…
…

(
「異
苑
」
巻

一
)

元
嘉
十
八
年
、
広
陵
下
市
縣
人
、
張
方
女
道
香
、
…
…
夜
有

一
物
假
作
其
婿
来
云
、
…
…

道
香
俄
昏
惑
失
常
時
、
有
海
陵
王
纂
者
能
療
邪
疑
道
香
被
魅
請
治
之
。
始
下

一針
、
有

一

瀬
、
…
…
疾
便
愈
。

(
「異
苑
」
巻
八
〉

安
陽
城
南
有

一亭
。
夜
不
可
宿
。
宿
轍
殺
人
。
書
生
明
術
数
、
…
…
乃
握
剣
至
昨
夜
応
処
、

果
得
老
蝿
。
大
如
琵

琶
、
毒
長
数
尺
。
西
舎
得
老
雄
鶏
父
。
北
舎
得
老
母
猪
。
凡
殺
三

物
、
亭
毒
遂
静
、
永
無
災
横
。

(
「捜
神
記
」
巻

う
八
)

高
祖
永
初
中
、
…
…
人
有
嫁
女
。
…
…
女
忽
然
失
惟
、
…
巫
云
、
是
邪
魅
、
…
遂
撃
鼓
以

術
呪
療
。
…
女
遂
動
巽
云
、
失
其
姻
好
。
於
是
漸
差
。
…
蛇
…
亀
…
竈
。
…
所
獲
三
物
、

…
皆
殺
之
。

(
「異
苑
」
巻
八
)

武
帝
時
、
身
毒
国
献
連
環
罵
、
皆
以
白
玉
作
之
、
璃
璃
石
為
勒
白
光
琉
璃
為
鞍
。
鞍
在
闇

室
中
、
常
照
十
徐
丈
如
昼
日
、
…
…

(
「
西
京
雑
記
」
巻
二
)

昆
吾
山
、
…
採
金
鋳
之
、
以
成
八
剣
之
精
。

一
名
携
日
、

以
之
指
日
、
則
光
昼
暗
、
金

陰
物
也
。
陰
盛
則
陽
滅
、
…
六
名
滅
魂
、
挾
之
夜
行
、
不
逢
魑
魅
。
七
名
都
邪
、
有
妖
魅

者
、
見
之
則
伏
。
…
…

(
「
王
子
年
拾
遺
記
」
巻
十
)

負
局
先
生
者
、
呉
郡
人
、
莫
知
姓
名
。
負
石
磨
鏡
。
局
循
呉
中
磨
鏡
、
轍
問
人
得
無
有
疾

苦
乎
、
有
即
出
紫
丸
赤
丸
與
之
服
。
服
薬
病
無
不
差
。
如
此
数
年
後
、
呉
有
大
疫
、
先
生
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家
至
戸
到
與
薬
活
数
万
許
人
。
…
…

(
「列
仙
伝
」
)

「昔
人
有
遊
東
海
者
。
既
而
風
悪
船
漂
不
能
制
、
船
随
風
浪
、
莫
知
所
之
。

一
日

一
夜
得

至

一
孤
洲
。
其
侶
歓
然
、
下
石
植
績
、
登
洲
煮
食
。
食

未
熟

而
洲
没
。
在
船
者
研
断
其

績
、
船
復
漂
蕩
。
向
者
孤
洲
、
乃
大
魚
。
怒
捧
揚
置
吸
波
吐
浪
而
去
、
疾
如
風
雲
、
在
洲

死
者
十
絵
人
。

(
「西
京
維
記
」
巻
五
〉

「魯
迅
全
集
」
第
八
巻

「古
小
説
鈎
沈
」

(
一
九
七
三
年
人
民
文
学
社
刊
)
所
収
。

上
欲
浮
海
求
神
仙
、
海
水
暴
沸
浦
、
大
風
晦
冥
、
不
得
御
楼
船
、
乃
逐
。
…
…

(
「漢
武

故
事
」
)

魏
文
侯
時
、
西
門
豹
為
鄭
令
。
…
長
老
日

「苦
為

河

伯
姿
婦
。
」
…
巫
行
視
人
家
女
好

者
、
云
是
當
為
河
伯
婦
。
即
埠
取
。
…
共
粉
飾
之
。
如
嫁
女
床
席
。
令
女
居
其
上
、
浮
之

河
中
。
始
浮
行
数
十
里
、
乃
没
。
…
従

是
以

後
、
不
敢
復
言
為
河
伯
委
婦
。
…

(
「史

記
」
巻

一
二
六
滑
稽
列
伝
)

道
由
盧
山
、
子
女
観
於
桐
室
。
蝉
使
指
像
人
以
戯
日

「以
此
配
汝
。
」
…
中
流
、
舟
不
為

行
。
閾
船
震
恐
、
乃
皆
投
物
於
水
、
船
猶
不
行
。
…
使
妻
沈
女
干
水
。
…
乃
復
投
己
女
。

乃
得
渡
。
…
故
悉
還
二
女
。
…

(
「捜
神
記
」
巻
四
)

霧
保
至
壇
丘
塙
上
北
楼
宿
、
…

「桐
郎
、
道
東

廟
樹

是
。
」
…
濫
送
詣
丞
相
、
渡
江
未

半
、
風
浪
起

;
桐
郎
得
投
入
水
、
風
波
乃
息
。

(祖
台
之

「志
怪
」
)

会
稽
石
亭
壕
有
楓
樹
。
…
有
借
客
…
載
生
鐘
。
至
此
聊
放

一
頭
於
朽
樹
中
。
…
村
民
見
之

以
魚
鎧
非
樹
中
之
物
。
威
謂
是
神
、
乃
依
樹
起
屋
宰
牲
祭
祀
。
…
名
鯨
父
廟
。
…
禍
福
立

至
。
…
後
借
客
返
見
其
如
此
。
即
取
作
腱
。
於
是
遂
絶
。

(
「異
苑
」
巻
五
)

劉
開
栄
著

「唐
代
小
説
研
究
」

(前
掲
)
二
七
頁
参
照
。

狂
辟
蔚
著

「唐
人
小
説
」

(前
掲
)
参
照
。

「捜
神
後
記
」
巻

一
参
照
。

「武
帝
内
伝
」
参
照
。

「詩
経
」

「書
経
」

「楚
辞
」

「論
語
」

「左
伝
」

「礼
記
」

「史
記
」

「漢
書
」

「列

女
伝
」

「西
京
雑
記
」

「文
選
」
、
ま
た
類
書

「芸
文
類
聚
」
な
ど
、
お
び
た
だ
し
い
。

「晋
書
」
巻
八
二
干
宝
伝
参
照
。

年
代
、
場
所
、
人
物
、
事
件
を
概
略
し
て
後
に
そ
れ
に
対
す
る
評
価
等
を
付
す
も
の
が
圧

倒
的
に
多
い
。
す
な
わ
ち
今
日
で
云
う
な
ら
興
味
本
位
に
書
か
れ
た
比
較
的
程
度
の
低
い

三
面
記
事
に
等
し
い
。

著
作
郎
兼
任
と
な
り
、
勅
命
を
奉
じ
て
、
国
史
を
編
纂
し
、
蘇
紳
の
列
伝
を
書
く
こ
と
に

な
っ
た
。
と
い
う

一
文
が
本
文
中
に
見
え
る
。

(詔
)
注
辟
衷
著

「唐
人
小
説
」

(前
掲
)
参
照
。
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