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家
族
の
元
へ
戻
る
鬼
の
話

―
『
広
異
記
』「
薛
万
石
」
と
「
李
覇
」
を
中
心
に

溝
部
良
恵

は
じ
め
に

中
国
に
お
い
て
、
六
朝
以
来
清
代
に
至
る
ま
で
、
連
綿
と
怪
異
を
記
し
て
き
た
志
怪
は
、
宋
代
以
前
は
、
正
史
の
経
籍
志
や
芸
文
志

に
お
い
て
、
史
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
一
方
で
、
鬼
神
、
神
仙
の
話
な
ど
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
発
展
す
る
要
素
も
備
え
て
い
た
た
め
、

現
代
の
中
国
小
説
史
に
お
い
て
は
「
中
国
小
説
の
祖
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
他
に
類
を
見
な
い
特
色
を
持
つ
書
物
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
複
雑
な
性
質
の
た
め
、
現
在
で
も
志
怪
書
を
歴
史
書
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
扱
う
両
方
の
立
場
が
混
在
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
な
か
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
唐
代
初
期
の
牛
粛
『
紀
聞
』、
戴
孚
『
広
異
記
』
な
ど
の
小
説
集
に
着
目
し
て
き
た（

（
（

。

筆
者
は
、
以
前
『
紀
聞
』「
淮
南
猟
者
」
と
『
広
異
記
』「
安
南
猟
者
」
と
い
う
あ
ら
す
じ
を
同
じ
く
す
る
象
の
報
恩
譚
を
比
較
し
、

『
広
異
記
』
に
お
い
て
は
、
象
と
い
う
話
す
こ
と
の
で
き
な
い
動
物
の
動
作
を
描
く
こ
と
の
み
で
、
象
が
自
分
達
を
悩
ま
す
獣
の
存
在
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を
伝
え
、
猟
師
に
獣
退
治
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
『
広
異
記
』
に
お
い
て
、
作
者
の
戴
孚
は
、
話
全
体
の

構
成
を
考
え
、
書
く
こ
と
と
書
か
な
い
こ
と
を
調
節
し
て
お
り
、
そ
の
書
き
方
は
現
代
の
小
説
の
手
法
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
た
。

そ
し
て
『
広
異
記
』
は
、
従
来
一
般
的
に
「
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
の
過
渡
的
作
品
」
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
筆
者
は
、「
安
南
猟
者
」

を
は
じ
め
と
す
る
幾
話
か
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
萌
芽
が
あ
り
、
中
に
は
、
中
唐
期
の
「
任
氏
伝
」
や
「
鶯
鶯
伝
」
な
ど
と
比
べ
て
も

遜
色
の
な
い
話
も
あ
り
、
唐
代
小
説
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
小
説
集
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
実
際
に
は
『
広
異

記
』
全
体
を
見
る
と
、
量
的
に
は
、
志
怪
風
の
話
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
ず
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
風
の
話

の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
集
の
性
質
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
も
考
え
て
き
た
。

『
広
異
記
』
は
、
中
唐
期
の
戴
孚
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
書
で
あ
る
。
戴
孚
と
同
年
（
至
徳
二
年
、
七
五
七
（
の
科
挙
の
合
格
者
で
あ

り
、
中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で
あ
る
顧
況
に
よ
る
「
戴
氏
広
異
記
序
」（『
文
苑
英
華
』
巻
七
三
七
所
収
。
以
下
「
序
」
と
記

す
（
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
序
」
が
戴
孚
に
関
す
る
ほ
ぼ
唯
一
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。「
序
」
に
よ
れ
ば
、『
広
異
記
』
は
、

「
二
十
巻
、
用
紙
一
千
幅
、
蓋
十
万
余
言
」
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
原
書
は
す
で
に
失
わ
れ
て
お
り
、『
太
平
広
記
』
を
中
心
に
三
百
条

あ
ま
り
の
逸
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
全
体
の
三
分
の
一
の
五
十
話
余
り
は
、
鬼
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
狐
（
約
三

十
話
（、
虎
（
約
二
十
話
（、
蛇
（
約
十
話
（
な
ど
動
物
の
話
が
多
く
、
神
仙
に
関
す
る
話
も
十
五
話
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の

他
の
動
物
や
胡
人
譚
、
神
魂
に
関
す
る
話
な
ど
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
従
来
の
『
広
異
記
』
に
対
す
る
一
般
的
な
評
価
は
、
六

朝
志
怪
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
一
部
中
唐
以
降
に
多
く
書
か
れ
た
「
鶯
鶯
伝
」
や
「
李
娃
伝
」
の
よ
う
な
所
謂
伝
奇
に
つ
な
が
る
よ
う

な
物
語
性
の
高
い
部
分
も
あ
る
書
と
し
て
、「
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
の
過
渡
的
作
品
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
李
剣
国
氏
は
、「
六

朝
志
怪
を
継
承
し
、
概
ね
聞
き
書
き
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
話
は
短
い
も
の
が
多
い
が
、
情
緒
を
重
ん
じ
、
文
才
を
発
揮

し
て
お
り
、
す
で
に
唐
代
の
人
の
作
品
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
比
較
的
長
い
話
は
、
四
、
五
十
篇
ほ
ど
あ
り
、
文
章
に
工
夫
が
こ
ら
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さ
れ
、
伝
奇
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
進
歩
の
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
『
広
異
記
』
を
評
価
し
て
い
る（

（
（

。

一
方
グ
レ
ン
・
ダ
ッ
ド
ブ
リ
ッ
ジ
氏
は
、「
基
本
的
に
は
、『
広
異
記
』
は
、
記
録
の
文
献
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
創
作
物
で
は

な
い
」
と
し
て
『
広
異
記
』
を
文
学
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
資
料
、
た
だ
し
正
史
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
官
製
の
歴
史
で
は
な
く
、

不
正
確
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
個
人
の
歴
史
的
記
録
つ
ま
り
当
時
の
人
々
の
見
聞
の
記
録
と
し
て
扱
う
こ
と
を
提
唱
し
、

そ
う
し
た
立
場
か
ら
『
広
異
記
』
を
読
む
こ
と
を
試
み
て
い
る（

（
（

。

欧
陽
健
氏（

（
（

は
、
ダ
ッ
ド
ブ
リ
ッ
ジ
氏
の
考
え
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
広
異
記
』
を
含
む
志
怪
小
説
（
欧
陽
健
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

神
怪
小
説
（
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、
二
つ
の
態
度
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
そ
の
資
料
的
価
値
を
重
視
す
る
姿
勢

で
あ
る
。
つ
ま
り
内
容
が
怪
異
に
関
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
な
事
実
と
認
め
得
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
考
え
方

を
反
映
す
る
も
の
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
神
怪
小
説
も
歴
史
小
説
や
世
情
小
説
の
よ
う
に
人
々
の
現
実
の
生
活
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
り
、
文
学
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
広
異
記
』
に
関
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
あ
る
い
は
歴
史
的
資
料
（
見
聞
の
記
録
（
と
し
て
扱
う
二
つ
の
立

場
が
あ
る
。
し
か
し
ダ
ッ
ド
ブ
リ
ッ
ジ
氏
も
正
史
と
は
異
な
る
唐
代
の
人
々
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し

て
お
り
、
そ
も
そ
も
見
聞
を
記
し
た
も
の
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
、
戴
孚
あ
る
い
は
戴
孚
と
同
時
代
の
人
々
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
意
識

が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
両
者
を
選
別
す
る
よ
り
も
、
各
小
説
集
の
中
に
見
ら
れ
る
見
聞
を
記
し
た
話
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

風
の
話
に
は
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
あ
る
い
は
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
紀
聞
』
や
『
広
異
記
』
と
い
っ

た
小
説
集
の
性
格
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、『
広
異
記
』
の
中
で
多
く
の

数
を
占
め
る
鬼
の
話
、
特
に
家
族
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
鬼
の
話
の
中
の
「
薛
万
石
」（『
太
平
広
記
』
巻
三
三
七
：
以
下
『
太
平
広

記
』
所
収
の
話
は
、
括
弧
内
、
巻
数
の
み
記
す
（
と
「
李
覇
」（
巻
三
三
一
（
と
い
う
話
に
注
目
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
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て
考
え
て
み
た
い
。

一
．
家
族
の
元
に
戻
る
鬼
（
一
（
―
「
薛
万
石
」
の
背
景
、
袁
晁
の
乱

先
に
触
れ
た
よ
う
に
『
広
異
記
』
の
話
と
し
て
、『
太
平
広
記
』
の
「
鬼
」
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
話
は
、
五
十
条
あ
ま
り
あ
る
。

ま
た
再
生
な
ど
他
の
分
類
に
入
っ
て
い
る
鬼
に
関
係
す
る
話
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
多
く
の
話
が
鬼
、
つ
ま
り
人
の
死
に
関
係
あ
る
話

で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
中
で
、
今
回
注
目
し
て
み
た
い
の
は
、
鬼
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
家
族
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
話

で
あ
る
。
家
族
の
も
と
に
戻
る
話
と
言
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
人
が
生
き
返
る
再
生
譚
も
あ
る
が
、
本
稿
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

「
鬼
が
家
族
の
元
に
戻
っ
て
き
て
、
目
的
を
果
た
す
と
、
再
び
姿
を
消
す
」
と
い
う
種
類
の
話
で
あ
る
。
鬼
は
決
し
て
生
き
返
る
わ
け

で
は
な
く
、
目
的
を
達
す
る
と
去
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
話
は
、『
広
異
記
』
の
中
に
は
、
お
よ
そ
三
十
話
ほ
ど
あ
る
。

例
え
ば
、
娘
を
遺
し
て
亡
く
な
っ
た
父
親
が
再
び
娘
の
前
に
姿
を
現
し
、
絹
や
餅
を
置
い
て
い
く
話
（「
朱
自
勤
」
巻
三
三
八
（、
あ

る
い
は
、
も
し
ど
ち
ら
か
が
先
に
亡
く
な
っ
た
ら
、
死
後
の
こ
と
を
伝
え
合
お
う
と
約
束
し
て
い
た
妹
の
も
と
へ
亡
く
な
っ
た
姉
が
や

っ
て
く
る
話
（「
韋
璜
」
巻
三
三
七
（、
二
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
父
親
を
息
子
が
市
場
で
見
か
け
る
話
（「
楊
元
英
」
巻
三
三
〇
（
な

ど
様
々
な
話
が
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
死
後
の
世
界
へ
の
興
味
と
家
族
が
死
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
心
配
す
る
気

持
ち
が
あ
る
中
で
、
亡
く
な
っ
た
人
が
再
び
家
族
の
も
と
を
訪
れ
た
と
い
う
話
は
、
人
々
の
間
に
伝
わ
り
、
記
す
べ
き
事
柄
と
し
て
、

書
き
留
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。『
太
平
広
記
』
の
鬼
類
に
も
時
代
を
問
わ
ず
、
こ
う
し
た
話
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、『
広
異
記
』
の
中
に
は
、
注
目
す
べ
き
話
と
し
て
、「
家
の
主
を
亡
く
し
、
途
方
に
暮
れ
る
家
族
の
も
と
に
亡
く
な
っ
た

本
人
が
訪
れ
、
死
後
に
起
こ
る
問
題
を
取
り
仕
切
り
、
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
再
び
姿
を
消
す
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
中
で
も
「
薛
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万
石
」
と
「
李
覇
」
の
話
は
、
あ
ら
す
じ
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
話
で
あ
る
が
、「
薛
万
石
」
は
、
袁
晁
の
乱
と
い
う
宝
応
元
年
（
七
六

二
（
に
、
台
州
（
現
浙
江
省
（
の
豪
農
、
袁
晁
が
起
こ
し
た
農
民
反
乱
の
際
に
起
こ
っ
た
際
の
話
を
聞
き
取
っ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
「
李
覇
」
は
、
李
覇
の
死
を
嘆
く
妻
の
前
に
現
れ
た
李
覇
が
、
死
後
に
ふ
り
か
か
る
難
題
を
解
決
す
る
さ
ま
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
綴
ら
れ
る
話
で
、
戴
孚
が
か
な
り
書
き
方
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
感
じ
ら
れ
る
『
広
異
記
』
の
中
で
も
佳
篇
と

言
え
る
話
で
あ
る
。
以
下
二
話
の
描
き
方
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
「
薛
万
石
」
の
話
を
見
て
み
た
い
。

薛
万
石
は
、
河
東
の
人
で
あ
る
。
広
徳
年
間
（
七
六
三
―
七
六
四
（
の
初
め
、
浙
東
観
察
使
薛
兼
訓
に
用
い
ら
れ
、
永
嘉
の
令
と

な
っ
た
。
数
か
月
し
た
と
き
、
ふ
い
に
妻
に
向
か
っ
て
、「
あ
と
十
日
も
す
れ
ば
、
我
が
家
の
食
料
は
、
尽
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
時
、
私
の
命
も
尽
き
る
の
だ
。
米
は
不
作
で
、
値
上
が
り
し
て
お
る
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。」
と
言
う
の

で
、
妻
は
、「
あ
な
た
は
、
健
康
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
不
吉
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
」
と
応
じ
た
。

万
石
は
、「
死
と
は
憎
む
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
告
げ
ら
れ
れ
ば
、
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の

だ
」
と
言
い
、
果
た
し
て
、
そ
の
時
が
来
る
と
、
突
然
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
仮
葬
が
終
る
と
、
棺
の
中
か
ら
、
ふ
い
に

万
石
が
録
事
や
佐
史
を
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
呼
ば
れ
た
者
が
行
っ
て
み
る
と
、
万
石
は
次
の
よ
う
な
事
を
言
っ
た
。「
私

は
、
不
幸
に
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
君
た
ち
を
煩
わ
せ
た
せ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
は

妻
子
の
生
活
は
窮
し
て
お
り
、
故
郷
へ
帰
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
他
な
ら
ぬ
君
た
ち
を
呼
ん
で
、
家
族
の
面
倒
を
見
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。」
そ
の
頃
、
永
嘉
で
は
、
米
が
高
騰
し
て
お
り
、
一
斗
あ
た
り
一
万
銭
に
も
な
っ
て
い
た
。
万
石
は

部
下
達
に
そ
れ
ぞ
れ
量
を
決
め
て
、
米
を
差
し
出
す
よ
う
に
求
め
た
。
部
下
達
は
、
恐
れ
を
な
し
て
、
丞
や
尉
に
至
る
ま
で
、
皆
、
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米
を
贈
っ
た
の
だ
っ
た
。
数
日
後
、
万
石
は
家
族
に
、「
私
は
し
ば
ら
く
越
州
に
行
っ
て
、
薛
ど
の
に
お
会
い
し
て
く
る
。
お
前

達
に
は
、
食
料
を
用
意
し
た
か
ら
、
私
も
安
心
じ
ゃ
」
と
告
げ
る
と
、
こ
れ
か
ら
十
日
ほ
ど
、
万
石
の
声
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
。

万
石
の
妻
が
悲
し
み
泣
き
疲
れ
ぐ
っ
た
り
と
し
て
、
昼
寝
を
し
て
い
る
と
、
ふ
い
に
万
石
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
妻
は
驚
い
て

起
き
上
が
り
、「
あ
な
た
は
ど
こ
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
」
と
言
う
と
、
万
石
は
、「
私
は
、
越
州
か
ら
帰
っ
た
と
こ
ろ

だ
。
薛
ど
の
は
、
わ
し
が
死
ん
だ
こ
と
を
も
う
ご
存
じ
で
、
張
卿
を
迎
え
に
よ
こ
し
て
く
だ
さ
っ
た
上
に
、
二
人
の
娘
の
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
婿
を
選
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
薛
ど
の
と
は
兄
弟
の
契
り
交
わ
し
た
仲
だ
が
、
本
当
に
情
誼
に
厚
い
お
方
だ
。
お
前
た
ち

は
、
速
や
か
に
支
度
を
整
え
て
、
張
卿
が
い
ら
し
た
ら
、
す
ぐ
に
出
発
し
な
さ
い
。
さ
も
な
く
ば
、
山
賊
に
襲
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
す
ぐ
に
こ
こ
を
離
れ
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
家
族
は
、
支
度
を
整
え
、
張
卿
が
到
着
す
る
と
、
そ
の
日
の

う
ち
に
出
発
し
た
。
永
嘉
か
ら
二
百
里
ば
か
り
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
温
州
が
陥
落
し
た
。
家
族
は
道
中
が
危
険
な
時
に
は
、
香
を

た
い
て
、
万
石
に
尋
ね
た
。
す
る
と
、
必
ず
返
事
が
あ
っ
た
。
尋
ね
な
け
れ
ば
、
答
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
（
戴
孚
（
は
、

こ
の
話
を
万
石
の
親
戚
の
人
が
話
し
て
い
る
の
を
見
た
の
で
あ
る（

（
（

。

薛
万
石
、
河
東
人
。
広
徳
初
、
浙
東
観
察
薛
兼
訓
用
万
石
為
永
嘉
令
。
数
月
、
忽
謂
其
妻
曰
、
後
十
日
家
内
食
尽
、
食
尽
時
我
亦

当
死
、
米
殻
荒
貴
、
為
之
奈
何
。
婦
曰
、
君
身
康
強
、
何
為
自
作
不
祥
之
語
。
万
石
云
、
死
甚
可
悪
、
有
言
者
、
不
得
已
耳
。
至

期
、
果
暴
卒
。
殮
畢
、
棺
中
忽
令
呼
録
事
、
佐
史
等
。
既
至
、
謂
曰
、
万
石
不
幸
身
死
、
言
之
悽
愴
。
然
自
此
未
嘗
擾
君
、
今
妻

子
飢
窮
、
遠
帰
無
路
、
所
相
召
者
、
欲
以
親
愛
累
君
爾
。
時
永
嘉
米
貴
、
斗
至
万
銭
、
万
石
於
録
事
已
下
求
米
有
差
。
吏
人
凶
懼
、

罔
不
依
送
、
迨
至
丞
、
尉
亦
有
贈
。
後
数
日
、
謂
家
人
曰
、
我
暫
往
越
州
謁
見
薛
公
、
汝
輩
既
有
糧
食
、
吾
不
憂
矣
。
自
爾
十
余

日
無
言
。
婦
悲
泣
疲
頓
、
昼
寝
、
忽
聞
其
語
、
驚
起
曰
、
君
何
所
来
。
答
云
、
吾
従
越
還
、
中
丞
已
知
吾
亡
、
見
令
張
卿
来
迎
、



7

家族の元へ戻る鬼の話

又
為
見
両
女
択
得
好
婿
。
兄
弟
之
情
、
可
為
厚
矣
。
宜
速
装
束
、
張
卿
到
来
、
即
可
便
発
。
不
爾
、
当
罹
山
賊
之
難
、
第
宜
速
去

也
。
家
人
因
是
装
束
、
会
張
卿
至
、
即
日
首
途
。
去
永
嘉
二
百
里
、
温
州
為
賊
所
破
。
家
人
在
道
危
急
、
即
焚
香
諮
白
、
必
有
所

言
、
不
問
即
否
。
親
見
家
人
白
之
。

永
嘉
を
含
む
浙
東
地
方
は
、
玄
宗
期
か
ら
、
慢
性
的
な
財
政
赤
字
を
解
消
す
る
た
め
、
厳
し
く
税
が
取
り
立
て
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ

た
。
安
史
の
乱
（
七
五
四
―
七
六
三
（
勃
発
後
は
、
軍
事
費
を
ま
か
な
う
た
め
、
さ
ら
に
徴
税
が
徹
底
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
没
落
し
、

流
民
と
な
る
農
民
も
多
数
い
た
。
袁
晁
は
、
こ
れ
ら
の
不
満
を
持
つ
農
民
を
ま
と
め
、
宝
応
元
年
（
七
六
二
（
八
月
、
浙
東
台
州
で
反

乱
を
起
こ
し
、
年
号
を
宝
勝
と
称
し
、
こ
の
地
方
一
帯
を
劫
掠
し
た
。
率
い
た
兵
は
最
大
で
二
十
万
、
九
月
に
は
信
州
、
十
月
に
は
、

温
州
、
明
州
を
陥
落
す
る
な
ど
十
六
の
郡
邑
を
支
配
下
に
お
い
た
。
袁
晁
は
、
唐
王
朝
を
模
倣
し
、
公
卿
数
十
名
を
任
命
し
、
独
立
国

家
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
翌
年
の
三
月
に
は
、
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
李
弼
光
に
よ
っ
て
袁
晁
の
軍
は
破
れ
、
広
徳
二
年
の
十
一

月
に
は
、
袁
晁
は
捕
ら
え
ら
れ
、
誅
殺
さ
れ
た
。
二
年
ほ
ど
の
反
乱
で
あ
っ
た
が
、
松
本
秀
一
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
末
、
黄
巣
の
乱
に
匹

敵
す
る
ほ
ど
の
規
模
を
持
っ
た
大
き
な
反
乱
で
あ
っ
た
と
い
う（

（
（

。
ま
だ
安
史
の
乱
が
完
全
に
収
束
し
て
い
な
い
中
で
起
こ
っ
た
こ
の
動

乱
は
、
唐
王
朝
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
、
さ
ら
に
乱
の
影
響
は
、
浙
江
地
方
の
広
範
囲
に
わ
た
り
、
こ
れ
以
後
、
唐
末
に
至
る
ま
で
、

こ
の
地
方
で
は
、
農
民
に
よ
る
反
乱
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「
薛
万
石
」
の
冒
頭
に
「
広
徳
初
、
浙
東
観
察
薛
兼
訓
用
万
石
為
永
嘉
令
」
と
あ
る
が
、
広
徳
と
は
、
袁
晁
の
乱
の
起
こ
っ
た
宝
応

元
年
の
翌
年
の
七
月
に
改
元
さ
れ
た
年
号
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
頃
は
、
天
宝
十
五
年
（
七
五
六
（
に
、
安
史
の
乱
が
起
こ
り
、
至
徳

（
七
五
六
―
七
五
八
（
に
改
元
さ
れ
た
後
、
乾
元
（
七
五
八
―
七
六
〇
（、
上
元
（
七
六
〇
―
七
六
一
（、
宝
応
（
七
六
二
―
七
六
三
（、

広
徳
（
七
六
三
―
七
六
四
（
と
目
ま
ぐ
る
し
く
改
元
さ
れ
て
お
り
、
史
書
に
お
い
て
も
、
記
述
に
混
乱
が
見
ら
れ
る（

（
（

。「
薛
万
石
」
に
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は
、
薛
万
石
が
、
家
族
に
「
当
罹
山
賊
之
難
、
第
宜
速
去
也
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
去
永
嘉
二
百
里
、
温
州
為
賊
所
破
」
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
正
確
に
は
、
薛
万
石
が
、
永
嘉
の
令
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
宝
応
元
年
、
袁
晁
の
乱
の
起
こ
る
直
前
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
話
の
最
後
に
は
、
こ
の
話
が
薛
万
石
の
親
戚
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
家
の
主

人
を
亡
く
し
た
薛
万
石
の
家
族
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
出
来
事
と
し
て
、
親
し
い
人
々
の
間
で
話
さ
れ
て
い
た
話
を
書
き
留
め
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。二
．
家
族
の
元
に
戻
る
鬼
（
二
（
―
「
李
覇
」

一
方
「
李
覇
」
に
は
、
冒
頭
に
、
い
つ
の
こ
と
か
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、「
岐
陽
の
県
令
の
李
覇
と
い
う
人
は
、
厳
格
で
気
性

が
荒
く
、
人
情
味
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。
丞
、
尉
か
ら
、
典
吏
に
至
る
ま
で
皆
李
覇
に
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
た
が
、
李
覇
自
身
は
、

清
廉
潔
白
、
剛
直
な
人
柄
で
、
妻
子
は
苦
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
（
岐
陽
令
李
覇
者
、
厳
酷
剛
鷙
、
所
遇
無
恩
、
自
丞
尉
已
下
、
典

吏
皆
被
其
毒
。
然
性
清
婞
自
喜
、
妻
子
不
免
飢
寒
（」
と
李
覇
が
率
直
で
清
廉
な
人
柄
で
あ
る
た
め
に
、
不
器
用
な
生
き
方
し
か
で
き

ず
、
同
僚
と
も
う
ま
く
い
か
ず
、
妻
子
も
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
李
覇
の
死
後
の
こ
と

を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

棺
に
収
め
て
し
ま
う
と
、
家
に
は
弔
問
客
が
一
人
も
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
覇
の
妻
は
毎
日
お
棺
を
撫
で
、
大
声
で
泣
き
な

が
ら
、「
あ
な
た
の
在
世
中
の
勢
い
は
ど
う
な
さ
っ
た
の
で
す
か
。
妻
子
に
こ
の
よ
う
な
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
る
と
は
」
と
叫
ん

で
い
た
。
数
日
後
、
棺
の
中
か
ら
突
然
、
覇
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。「
妻
よ
、
そ
ん
な
に
嘆
く
で
な
い
。
こ
れ
か
ら
帰
っ
て
始
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末
を
つ
け
る
か
ら
な
。」
そ
の
日
の
晩
の
登
庁
時
間
に
な
る
と
、
覇
は
家
の
者
に
大
広
間
に
机
を
置
く
よ
う
に
と
命
じ
た
。
す
る

と
覇
が
姿
を
現
し
、
役
人
た
ち
を
呼
び
集
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
役
人
達
は
、
普
段
か
ら
覇
を
恐
れ
て
い
た
の
で
、
命
令
を
聞
く

と
、
一
目
散
に
駆
け
付
け
、
李
覇
の
姿
を
見
る
や
、
恐
ろ
し
さ
に
震
え
上
が
っ
た
の
だ
っ
た
。
覇
は
さ
ら
に
丞
お
よ
び
主
簿
、
尉

を
呼
び
つ
け
た
。
彼
ら
が
や
っ
て
来
る
と
、
覇
は
怒
鳴
り
つ
け
て
言
っ
た
。「
君
ら
は
な
ん
て
薄
情
な
ん
だ
。
私
が
君
た
ち
を
殺

せ
な
い
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
か
。」
覇
が
言
い
終
わ
る
と
、
三
人
と
も
ぱ
っ
た
り
倒
れ
て
息
が
絶
え
た
。
三
人
の
家
族
が
や
っ

て
き
て
、
庭
先
に
座
っ
て
命
乞
い
を
す
る
と
、
覇
は
、「
物
事
の
道
理
と
い
う
も
の
を
理
解
す
れ
ば
、
生
き
返
ら
な
い
な
ど
と
心

配
す
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
い
、
一
人
あ
た
り
絹
を
五
束
出
す
こ
と
で
許
す
こ
と
と
し
た
。
絹
が
届
け
ら
れ
る
と
、
皆
す
ぐ
に

生
き
返
っ
た
。
皆
が
覇
に
謝
っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
後
、
覇
は
二
人
の
衙
典
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。「
私
は
平
素
か
ら
お
前
達
に
よ

く
し
て
き
た
つ
も
り
だ
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
他
の
者
達
と
同
じ
よ
う
な
薄
情
な
態
度
を
と
っ
た
の
だ
。
だ
が
お
前
達
を
殺
し
て
も

ま
た
何
の
得
に
も
な
ら
ん
。
お
前
た
ち
二
人
の
家
の
馬
を
殺
し
て
私
の
力
を
見
せ
て
や
ろ
う
。」
す
る
と
ま
も
な
く
両
家
の
馬
数

百
頭
が
一
時
に
倒
れ
、
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
人
が
、
二
頭
ず
つ
駿
馬
を
贈
る
こ
と
を
申
し
出
る
と
、
馬
は
元

通
り
に
も
ど
っ
た
。
覇
は
そ
れ
か
ら
、
他
の
役
人
達
に
向
か
っ
て
、「
私
は
昔
か
ら
清
廉
を
旨
と
し
て
き
た
が
、
今
は
も
う
死
ん

で
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
君
達
わ
ず
か
で
い
い
か
ら
恵
ん
で
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
役
人
達
は
、
各
々
絹

五
疋
を
出
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
今
度
は
車
を
提
供
す
る
者
、
馬
を
提
供
す
る
者
、
覇
の
棺
に
つ
い
て
世
話
を
す

る
者
を
指
名
し
て
、
命
令
に
背
い
た
も
の
は
か
な
ら
ず
死
ぬ
と
言
い
渡
し
た
。
こ
う
し
て
一
更
の
頃
よ
う
や
く
解
散
し
た
。

既
歛
、
庭
絶
弔
客
。
其
妻
毎
撫
棺
慟
哭
、
呼
曰
、
李
霸
在
生
云
何
、
令
妻
子
受
此
寂
寞
。
数
日
後
、
棺
中
忽
語
曰
、
夫
人
無
苦
、

当
自
辦
帰
。
其
日
晩
衙
、
令
家
人
於
庁
事
設
案
几
、
霸
乃
見
形
、
令
伝
呼
召
諸
吏
等
。
吏
人
素
所
畏
懼
、
聞
命
奔
走
、
見
霸
、
莫
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不
戦
懼
股
慄
。
又
使
召
丞
及
簿
尉
、
既
至
、
霸
訶
怒
云
、
君
等
無
情
、
何
至
於
此
。
為
我
不
能
殺
君
等
耶
。
言
訖
、
悉
顚
仆
無
気
。

家
人
皆
来
拝
庭
中
祈
禱
。
霸
云
、
但
通
物
数
、
無
憂
不
活
。
卒
以
五
束
絹
為
准
、
絹
至
便
生
。
各
謝
訖
去
後
、
謂
両
衙
典
、
吾
素

厚
於
汝
、
何
故
亦
同
衆
人
。
唯
殺
汝
一
身
、
亦
復
何
益
。
当
令
両
家
馬
死
為
験
。
須
臾
、
数
百
疋
一
時
皆
倒
欲
死
。
遂
人
通
両
疋

細
馬
、
馬
復
如
故
。
因
謂
諸
吏
曰
、
我
雖
素
清
、
今
已
死
、
謝
諸
君
、
可
能
不
恵
涓
滴
乎
。
又
率
以
五
疋
絹
畢
。
指
令
某
官
出
車
、

某
出
騎
、
某
吏
等
修
、
違
者
必
死
。
一
更
後
方
散
。

「
薛
万
石
」
で
は
、
万
石
が
家
族
の
た
め
に
同
僚
に
米
を
要
求
す
る
と
か
つ
て
の
部
下
た
ち
は
恐
れ
、
す
ぐ
に
言
わ
れ
た
通
り
に
米

を
差
し
出
し
た
こ
と
が
、
記
さ
れ
て
い
る
が
「
李
覇
」
で
は
、
部
下
と
の
や
り
と
り
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
李
覇
の
死
後
、
急
に

冷
淡
に
な
っ
た
同
僚
達
が
、
李
覇
の
再
来
に
慌
て
ふ
た
め
き
、
恐
れ
、
李
覇
の
言
う
と
お
り
に
す
る
滑
稽
な
様
が
描
か
れ
る
こ
と
を
通

し
て
、
同
僚
達
の
薄
情
さ
、
遺
さ
れ
た
家
族
の
置
か
れ
た
気
の
毒
な
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
の
後
、
李
覇
の
家
族
は
、
李
覇
の

遺
体
を
連
れ
て
、
故
郷
へ
と
帰
る
。

二
日
後
、
全
て
の
手
配
が
整
う
と
家
族
は
出
発
し
た
。
祭
祀
を
行
う
べ
き
場
所
に
着
く
ご
と
に
、
供
物
を
捧
げ
、
覇
が
食
べ
終
わ

る
と
、
ま
た
馬
に
乗
っ
て
出
発
し
た
。
お
よ
そ
十
里
ほ
ど
行
き
、
郊
外
に
出
る
と
覇
の
姿
は
つ
い
に
見
え
な
く
な
っ
た
。
夜
に
な

る
と
、
車
馬
を
停
め
、
妻
子
は
決
ま
り
ど
お
り
に
泣
こ
う
と
し
た
。
す
る
と
棺
の
中
か
ら
声
が
し
て
、「
私
は
こ
こ
に
お
る
。
お

前
た
ち
は
疲
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
泣
く
必
要
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
覇
の
家
は
都
に
あ
っ
た
の
で
、
岐
陽
か
ら
は
千
里
あ
ま
り

も
離
れ
て
い
た
が
、
宿
屋
に
着
く
ご
と
に
、
覇
は
家
族
に
泣
く
な
と
言
い
つ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
出
発
し
て
か
ら
数
百

里
ほ
ど
進
ん
だ
頃
、
ふ
い
に
覇
が
息
子
に
言
っ
た
。「
今
夜
は
寝
て
は
な
ら
ん
。
好
い
馬
を
盗
み
に
来
る
者
が
い
る
か
ら
、
用
心
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し
て
お
く
よ
う
に
。」
し
か
し
家
族
は
長
旅
に
疲
れ
て
い
た
の
で
、
約
束
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
夜
、
果
た
し
て
馬
が
い

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
の
日
に
覇
に
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
と
、
覇
は
「
泥
棒
に
注
意
す
る
よ
う
に
い
っ
た
の
に
、
な
ぜ
眠

り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
だ
が
馬
は
結
局
は
失
わ
な
い
で
済
む
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
の
旅
館
の
東
側
の
あ
た
り
に
、
南
に
向
か

う
道
が
あ
る
。
そ
の
道
に
沿
っ
て
十
里
余
り
も
行
け
ば
林
が
あ
っ
て
、
馬
は
そ
こ
に
つ
な
い
で
あ
る
だ
ろ
う
。」
覇
の
言
う
と
お

り
に
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
果
た
し
て
馬
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
都
に
着
く
と
、
親
族
が
こ
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
て
、
争

っ
て
弔
問
に
や
っ
て
来
た
。
朝
か
ら
晩
ま
で
覇
は
挨
拶
に
く
る
客
の
相
手
を
し
た
の
で
、
尊
敬
の
念
を
起
こ
さ
ぬ
も
の
は
い
な
か

っ
た
。
人
々
が
騒
が
し
く
お
し
か
け
て
来
る
の
で
、
家
族
が
そ
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
い
た
と
こ
ろ
、
覇
が
息
子
に
向

か
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
い
始
め
た
。「
客
人
達
が
押
し
か
け
て
く
る
の
は
、
私
を
見
た
い
だ
け
な
の
だ
。
息
子
よ
、
広
間
に
席

を
設
け
て
く
れ
。
親
戚
達
に
一
度
姿
を
見
せ
る
の
も
よ
か
ろ
う
。」
息
子
は
李
覇
の
言
う
と
お
り
に
し
た
。
皆
が
庭
で
待
っ
て
い

る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
李
覇
が
「
や
っ
て
き
た
ぞ
」
と
言
っ
た
。
幕
を
巻
き
上
げ
さ
せ
る
と
、
覇
の
姿
が
現
れ
た
が
、
頭
は
甕
ほ

ど
の
大
き
さ
が
あ
り
、
目
は
赤
く
と
び
出
し
て
、
客
達
を
に
ら
み
つ
け
て
い
る
。
皆
が
驚
い
て
腰
を
抜
か
し
て
し
ま
う
と
、
頭
は

少
し
ず
つ
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
覇
は
息
子
に
、「
生
き
て
い
る
人
間
と
死
ん
だ
も
の
の
霊
魂
は
、
住
む
と
こ
ろ
が
異
な
る
の

だ
。
こ
の
屋
敷
は
私
が
長
く
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
速
や
か
に
郊
外
に
埋
め
る
よ
う
に
」
と
言
い
終
わ
る
と
、
そ
の
姿
は

見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
声
も
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
。

後
日
、
処
分
悉
了
、
家
人
便
引
道
、
毎
至
祭
所
、
留
下
内
饗
、
饗
畢
、
又
上
馬
去
。
凡
十
余
里
、
已
及
郊
外
、
遂
不
見
。
至
夜
、

停
車
騎
、
妻
子
欲
哭
、
棺
中
語
云
、
吾
在
此
、
汝
等
困
弊
、
無
用
哭
也
。
霸
家
在
都
、
去
岐
陽
千
余
里
。
毎
至
宿
処
、
皆
不
令
哭
。

行
数
百
里
、
忽
謂
子
曰
、
今
夜
可
無
寐
、
有
人
欲
盗
好
馬
、
宜
預
為
防
也
。
家
人
遠
涉
困
弊
、
不
依
約
束
、
爾
夕
樮
失
馬
。
及
明
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啓
白
。
霸
云
、
吾
令
防
盗
、
何
故
貪
寐
。
雖
然
、
馬
終
不
失
也
。
近
店
東
有
路
向
南
、
可
遵
此
行
十
余
里
、
有
藂
林
、
馬
繫
在
林

下
。
往
取
。
如
言
得
之
。
及
至
都
、
親
族
聞
其
異
、
競
来
弔
慰
。
朝
夕
謁
請
、
霸
棺
中
皆
酬
対
、
莫
不
躇
踧
。
観
聴
聚
喧
、
家
人

不
堪
其
煩
。
霸
忽
謂
子
云
、
客
等
往
来
、
不
過
欲
見
我
耳
。
汝
可
設
庁
事
、
我
欲
一
見
諸
親
。
其
子
如
言
、
衆
人
於
庭
伺
候
。
久

之
曰
、
我
来
矣
。
命
捲
幃
、
忽
見
覇
、
頭
大
如
甕
、
眼
赤
睛
突
、
瞪
視
諸
客
等
。
客
莫
不
顚
仆
、
稍
稍
引
去
。
霸
謂
子
曰
、
人
神

道
殊
、
屋
中
非
我
久
居
之
所
、
速
殯
野
外
。
言
訖
不
見
、
其
語
遂
絶
。

毎
夜
、
妻
子
が
儀
礼
通
り
に
泣
こ
う
と
す
る
と
、
棺
の
中
か
ら
声
が
し
て
、
自
分
は
こ
こ
に
い
る
の
だ
か
ら
、
泣
く
必
要
は
な
い
と

言
っ
た
り
、
馬
が
盗
ま
れ
る
こ
と
を
家
族
に
教
え
、
家
族
を
災
難
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、

故
郷
に
戻
っ
た
際
に
、
噂
を
聞
い
て
押
し
掛
け
る
親
戚
た
ち
の
相
手
を
律
儀
に
し
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
と
煩
わ
し
く
な
り
、
親
戚
た

ち
を
集
め
、
異
様
な
姿
を
見
せ
、
親
戚
た
ち
が
腰
を
抜
か
す
ほ
ど
驚
か
す
、
と
い
っ
た
複
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
儀
礼
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
無
意
味
さ
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
の
家
族
が
往
々
に
出
会
っ
た
で
あ
ろ
う
危

険
、
理
不
尽
、
興
味
本
位
に
集
ま
る
親
戚
達
の
姿
な
ど
、
い
ず
れ
も
現
実
に
一
人
の
人
間
の
死
の
際
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

様
々
な
問
題
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
僚
達
を
懲
ら
し
め
て
い
る
場
面
で
さ
え
、
決
し
て
陰
湿
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
一
つ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
無
駄
な
く
的
確
に
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
な
深
刻
な
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
一

方
で
、
全
体
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。「
薛
万
石
」
と
比
較
す
れ
ば
、「
李
覇
」
が
一
つ
一
つ
の
表
現
や
全
体
の
構

成
に
気
を
配
り
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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三
．
聞
き
書
き
か
ら
創
作
へ

こ
の
「
薛
万
石
」
と
「
李
覇
」
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
聞
き
書
き
の
よ
う
な
話
か
ら
、
書
き
換
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

話
は
、『
広
異
記
』
の
中
に
ほ
か
に
も
多
く
あ
る
。
例
え
ば
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
普
通
の
家
族
の
日
常
に
潜
む
悲
し
み
を
描
き
出
し

た
話
に
「
安
宜
坊
書
生
」（
巻
三
三
一
（
が
あ
る
。
あ
ら
す
じ
は
、「
あ
る
夜
、
洛
陽
の
安
宜
坊
の
書
生
の
と
こ
ろ
に
鬼
が
や
っ
て
き
て
、

書
生
を
連
れ
出
し
、
あ
る
家
の
子
供
を
冥
土
に
連
れ
て
行
く
手
伝
い
を
さ
せ
る
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
直
感
で
子
供
の
危
機
を
感
じ
取

り
お
び
え
る
母
親
と
、
そ
れ
に
か
ま
わ
ず
子
供
を
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
鬼
の
姿
を
通
し
、
洛
陽
の
街
の
片
隅
で
、
ひ
っ
そ
り
と
進
む
子

供
の
死
が
以
下
の
よ
う
に
、
描
か
れ
て
い
る
。

定
鼎
門
に
着
く
と
、
鬼
は
書
生
を
背
負
っ
て
門
の
隙
間
か
ら
出
て
、
先
に
進
ん
だ
。
五
の
橋
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
道
の
傍
ら

に
一
軒
の
家
が
あ
り
、
天
窓
か
ら
灯
り
が
も
れ
て
い
る
。
鬼
は
、
ま
た
書
生
を
背
負
い
、
天
窓
の
と
こ
ろ
ま
で
上
っ
た
。
そ
こ
か

ら
見
下
ろ
す
と
、
一
人
の
婦
人
が
、
病
気
の
子
供
を
前
に
泣
い
て
お
り
、
夫
は
そ
の
傍
ら
で
、
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
。
す
る
と

鬼
は
、
天
窓
を
通
り
抜
け
て
下
り
て
い
き
、
手
で
灯
り
を
覆
っ
た
。
婦
人
は
恐
ろ
し
そ
う
に
、
声
を
荒
げ
て
夫
に
言
っ
た
。「
坊

や
は
今
に
も
死
に
そ
う
な
の
に
、
ど
う
し
て
寝
て
い
ら
れ
る
の
。
今
、
何
か
悪
い
も
の
が
来
て
灯
り
を
消
し
た
の
よ
。
起
き
て
灯

り
を
つ
け
て
ち
ょ
う
だ
い
。」
夫
が
起
き
て
灯
り
を
つ
け
る
と
、
鬼
は
婦
人
を
か
わ
し
、
ふ
い
に
布
袋
を
取
り
出
し
、
子
供
を
入

れ
た
。
子
供
は
袋
の
中
で
な
お
も
動
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
鬼
は
そ
の
ま
ま
袋
を
背
負
っ
て
、
天
窓
ま
で
上
っ
て
く
る
と
、

さ
ら
に
書
生
も
背
負
っ
て
地
に
降
り
た
。
ま
た
定
鼎
門
を
抜
け
、
書
生
の
家
ま
で
た
ど
り
着
く
と
、
鬼
は
礼
を
述
べ
た
。「
私
は
、
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冥
途
の
役
所
の
命
令
で
、
子
供
を
連
れ
に
来
ま
し
た
。
子
供
を
連
れ
て
行
く
に
は
、
生
き
て
い
る
人
間
を
伴
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
あ
な
た
を
煩
わ
せ
た
の
で
す
。
お
許
し
く
だ
さ
い
。」

俄
至
定
鼎
門
内
、
鬼
負
書
生
従
門
隙
中
出
、
前
至
五
橋
、
道
傍
一
家
、
天
窓
中
有
火
光
。
鬼
復
負
書
生
上
天
窓
側
、
俯
見
一
婦
人

対
病
小
児
啼
哭
、
其
夫
在
傍
仮
寐
。
鬼
遂
透
下
、
以
手
掩
灯
、
婦
人
懼
、
呵
其
夫
云
、
児
今
垂
死
、
何
忍
貪
臥
。
適
有
悪
物
、
掩

火
、
可
強
起
明
灯
。
夫
起
添
燭
、
鬼
迴
避
婦
人
、
忽
取
布
袋
盛
児
、
児
猶
能
動
於
布
袋
中
、
鬼
遂
負
出
。
至
天
窓
上
、
兼
負
書
生

下
地
、
送
入
定
鼎
門
。
至
書
生
宅
、
謝
曰
、
吾
奉
地
下
処
分
、
取
小
児
、
事
須
生
人
作
伴
、
所
以
有
此
煩
君
、
当
可
恕
之
。

こ
の
話
に
は
「
裴
盛
」（
巻
三
三
一
（
と
い
う
類
話
が
あ
る
。「
安
宜
坊
書
生
」
で
は
、
子
供
を
連
れ
て
行
く
た
め
に
は
、
生
き
て
い

る
人
間
を
連
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
鬼
が
説
明
し
て
お
り
、
書
生
の
役
割
が
、
鬼
が
子
供
を
連
れ
去
る
の
を
眺
め
て
い
る
こ

と
で
あ
る
の
に
対
し
、「
裴
盛
」
で
は
、「
裴
盛
」
が
鬼
に
命
令
さ
れ
て
、
実
際
に
子
供
を
袋
に
入
れ
て
抱
え
て
出
て
行
く
と
い
う
役
割

を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。「
裴
盛
」
の
話
を
見
て
み
た
い
。

董
士
元
が
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。
義
興
県
の
尉
で
あ
る
裴
盛
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
、
突
然
鬼
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
、
身
体
と
魂

と
も
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
鬼
は
、「
子
供
を
一
人
、
い
た
だ
き
た
い
の
だ
」
と
言
っ
た
。
子
供
の
家
に
着
い
て
み
る
と
、
両
親

は
、
子
供
を
は
さ
ん
で
横
た
わ
っ
て
い
た
。
寝
床
の
前
に
は
仏
像
が
置
か
れ
て
い
た
。（
以
下
脱
文
（
鬼
が
手
を
一
振
り
す
る
と
、

父
親
も
母
親
も
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
鬼
は
裴
盛
に
子
供
を
抱
き
か
か
え
さ
せ
、
寝
床
か
ら
出
さ
せ
た
。
子
供
を
抱
く
と
声
を
出
し

た
の
で
、
両
親
は
驚
い
て
起
き
た
が
、
鬼
は
裴
盛
を
引
っ
張
っ
て
、
外
へ
出
た
。
裴
盛
が
何
度
も
自
分
を
元
通
り
に
戻
し
て
く
れ
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と
言
う
と
、
鬼
は
裴
盛
を
押
し
て
、
体
の
中
に
魂
を
入
れ
た
。
そ
れ
で
や
っ
と
裴
盛
は
目
が
覚
め
た
の
で
あ
る
。

董
士
元
云
、
義
興
尉
裴
盛
昼
寝
、
忽
為
鬼
引
、
形
神
随
去
、
云
奉
一
児
。
至
児
家
、
父
母
夾
児
臥
、
前
有
仏
事
、
鬼
云
、
以
其
仏（

（
（

、

（
以
下
三
文
字
脱
文
（
生
人
。
既
至
、
鬼
手
一
揮
、
父
母
皆
寐
。
鬼
令
盛
抱
児
出
牀
、
抱
児
喉
有
声
、
父
母
驚
起
、
鬼
乃
引
盛
出
。

盛
苦
邀
其
至
舎
、
推
入
形
中
、
乃
悟
。

「
裴
盛
」
は
「
董
士
元
が
云
う
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
お
り
、
戴
孚
が
人
か
ら
聞
い
た
話
を
書
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
話
を
比
べ
て
み
て
も
、
戴
孚
が
新
し
い
話
を
創
り
出
す
過
程
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
裴

盛
」
の
話
を
聞
い
た
時
、
人
間
が
鬼
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
珍
し
さ
に
も
増
し
て
戴
孚
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
一

つ
の
場
面
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
人
の
子
供
の
死
を
め
ぐ
っ
て
、
都
会
の
片
隅
の
一
部
屋
が
生
と
死
が
交
錯
す
る

空
間
と
な
り
、
両
親
が
怯
え
る
中
、
鬼
が
無
情
に
も
子
供
を
奪
い
去
っ
て
い
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
描
く
た
め
に
は
、

外
側
か
ら
全
て
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
視
点
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
安
宜
坊
書
生
」
で
は
、
書
生
に
「
見
る
」
と
い
う
役
割

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
篇
は
ご
く
短
い
話
で
あ
る
が
、
緊
迫
感
に
満
ち
た
一
つ
の
場
面
を
鮮
や
か

に
切
り
取
り
、
瀕
死
の
子
供
に
つ
き
そ
う
母
親
の
焦
り
や
、
そ
の
そ
ば
で
つ
い
う
た
た
寝
を
し
て
し
ま
う
夫
と
い
っ
た
唐
代
の
人
々
の

生
身
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
他
に
も
、『
広
異
記
』
に
は
、
三
十
話
以
上
の
狐
の
話
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
や
は
り
戴
孚
が
、
書
き
換
え
を
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
①
あ
る
日
突
然
主
人
に
目
通
り
を
願
う
男
性
の
客
が
や
っ
て
く
る
。
②
そ
の
客
が
突
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然
主
人
の
娘
と
婚
姻
関
係
を
結
び
た
い
と
言
い
出
す
。
③
主
人
が
驚
き
拒
否
す
る
と
、
狐
に
姿
を
変
え
、
怪
異
を
起
こ
し
、
そ
の
家
に

居
座
る
。
④
道
士
の
力
を
借
り
る
な
ど
し
て
、
狐
を
退
治
す
る
」
と
い
う
展
開
を
持
つ
「
お
し
か
け
狐
」
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
話
で
、

同
じ
よ
う
な
展
開
を
持
つ
話
と
し
て
、「
楊
成
伯
」（
巻
四
四
八
（、「
汧
陽
令
」（
巻
四
四
九
（、「
韋
明
府
」（
巻
四
四
九
（、「
唐
参
軍
」

（
巻
四
五
〇
（
の
四
話
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、「
唐
参
軍
」
は
、「
洛
陽
の
唐
参
軍
の
も
と
に
あ
る
日
、
趙
門
福
と
康
三
と
名
乗
る
二
人

の
男
が
交
際
を
求
め
や
っ
て
く
る
が
、
怪
し
ん
だ
唐
参
軍
に
よ
っ
て
、
康
三
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
趙
門
福
自
ら
が
千
歳
の
狐
で
あ
る

こ
と
を
告
げ
、
復
讐
を
誓
い
去
っ
て
行
き
、
唐
参
軍
は
そ
の
言
葉
に
怯
え
、
僧
侶
を
呼
び
、
経
を
唱
え
て
も
ら
う
。
一
心
に
経
を
唱
え

て
い
る
と
、
五
色
の
雲
に
包
ま
れ
た
仏
が
や
っ
て
き
て
、
肉
を
食
べ
る
よ
う
に
勧
め
、
僧
侶
、
唐
参
軍
一
同
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
い
る

と
、
仏
は
趙
門
福
の
姿
と
な
り
、
だ
ま
さ
れ
た
皆
を
笑
い
去
っ
て
行
く
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
他
の
三
話
が
娘
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る

異
類
通
婚
譚
の
要
素
を
持
ち
、
最
後
は
、
道
士
や
僧
侶
と
闘
い
、
敗
れ
、
人
間
の
も
と
を
去
っ
て
い
く
の
に
対
し
、「
唐
参
軍
」
で
は
、

た
だ
交
際
を
求
め
た
際
に
は
、
怪
し
い
狐
で
あ
れ
ば
、
拒
否
し
た
人
間
た
ち
が
、
仏
で
あ
れ
ば
、
受
け
入
れ
、
し
か
も
僧
侶
の
言
葉
で

あ
れ
ば
、
仏
教
の
戒
律
を
破
り
、
肉
食
す
る
こ
と
さ
え
、
鵜
呑
み
に
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

僧
達
は
一
心
不
乱
に
経
を
唱
え
、
効
験
を
示
し
て
自
分
の
手
柄
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
後
の
あ
る
日
、
夕
立
の
後
、
僧
達
が

軒
先
に
座
っ
て
い
る
と
、
突
然
五
色
の
雲
が
西
か
ら
や
っ
て
来
て
、
唐
氏
の
家
の
前
で
止
ま
っ
た
。
中
に
は
荘
厳
な
容
貌
の
仏
が

座
っ
て
い
て
、「
お
前
達
は
唐
家
の
た
め
に
野
狐
を
追
い
払
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
。
僧
達
は
頭
を
地
に
触
れ
ん
ば
か
り
に
し

て
拝
礼
し
、
唐
家
の
も
の
も
み
な
丁
寧
に
拝
礼
し
て
、
本
当
の
仏
を
見
ら
れ
る
の
を
喜
び
、
降
臨
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
。
し
ば

ら
く
す
る
と
仏
は
降
り
て
来
て
、
戒
壇
の
上
に
座
っ
た
。
一
家
の
も
の
は
篤
く
も
て
な
し
た
。
仏
は
僧
達
に
「
そ
の
方
ど
も
は
仏

道
を
修
め
よ
う
と
し
て
お
る
の
だ
ろ
う
が
、
ど
う
し
て
精
進
を
続
け
て
い
る
の
だ
。
仏
事
を
行
っ
て
い
て
も
肉
を
食
べ
ら
れ
る
の
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で
は
な
い
か
。
道
心
を
堅
固
に
保
ち
得
る
か
が
問
題
で
、
肉
を
食
べ
て
も
修
業
の
妨
げ
に
は
な
ら
ぬ
の
だ
」
と
言
う
。
そ
こ
で
唐

家
の
者
に
肉
を
買
っ
て
来
さ
せ
、
仏
が
自
分
で
料
理
を
し
て
か
ら
、
僧
や
家
族
に
与
え
食
べ
さ
せ
た
。
皆
が
食
べ
終
わ
り
、
ふ
と

壇
上
を
見
上
げ
る
と
、
そ
こ
に
い
た
の
は
な
ん
と
趙
門
福
で
あ
る
。
一
家
全
員
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
を
悔
し
が
っ
て
い
る
と
、
門
福

は
笑
っ
て
「
わ
し
を
追
い
払
お
う
な
ど
と
い
う
無
駄
な
こ
と
は
し
な
い
方
が
い
い
。
わ
し
は
も
う
来
な
い
ぞ
」
と
言
い
、
そ
れ
き

り
現
れ
な
か
っ
た
。

其
僧
持
誦
甚
切
、
冀
其
有
効
、
以
為
己
功
。
後
一
日
、
晩
霽
之
後
、
僧
坐
楹
前
、
忽
見
五
色
雲
自
西
来
、
径
至
唐
氏
堂
前
。
中
有

一
仏
、
容
色
端
厳
、
謂
僧
曰
、
汝
為
唐
氏
却
野
狐
耶
。
僧
稽
首
。
唐
氏
長
幼
虔
礼
甚
至
、
喜
見
真
仏
、
拝
請
降
止
。
久
之
方
下
、

坐
其
壇
上
、
奉
事
甚
勤
。
仏
謂
僧
曰
、
汝
是
修
道
、
請
通
達
、
亦
何
須
久
蔬
食
。
而
為
法
能
食
肉
乎
。
但
問
心
能
堅
持
否
、
肉
雖

食
之
、
可
復
無
累
。
乃
令
唐
氏
市
肉
。
仏
自
設
食
、
次
以
授
僧
及
家
人
、
悉
食
。
食
畢
、
忽
見
壇
上
是
趙
門
福
、
挙
家
歎
恨
、
為

其
所
誤
。
門
福
笑
曰
、
無
労
厭
我
、
我
不
来
矣
。
自
爾
不
至
也
。

「
汧
陽
令
」
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、
狐
は
仏
に
化
け
、
人
間
に
取
り
憑
こ
う
と
し
、
道
士
に
退
治
さ
れ
る
が
、『
広
異
記
』
に
は
、
他

に
も
四
話
、
狐
が
仏
に
化
け
る
話
が
あ
る
。
例
え
ば
「
代
州
民
」（
巻
四
五
〇
（
は
、「
あ
る
家
に

薩
が
や
っ
て
来
る
が
、
娘
と
通
じ
、

妊
娠
さ
せ
て
し
ま
う
。
留
守
を
し
て
い
た
兄
が
帰
宅
後
、
怪
し
く
思
い
、
道
士
に
相
談
す
る
と
、
道
士
は
道
術
を
使
う
。

薩
は
老
い

た
狐
と
な
っ
て
逃
げ
て
行
っ
た
」
と
い
う
あ
ら
す
じ
の
話
で
あ
る
。「
長
孫
甲
」（
巻
四
五
一
（
は
、「
仏
教
を
篤
く
信
奉
す
る
家
族
の

も
と
に
、
文
殊

薩
が
や
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
を
怪
し
ん
だ
息
子
が
道
士
に
依
頼
し
、
退
治
す
る
と
、
十
日
後
、
ま
た
仏
が
や
っ
て
く

る
。
今
度
は
道
士
を
呼
ん
で
も
効
き
目
が
な
い
。
す
る
と
仏
は
、
自
分
は
三
万
歳
の
狐
剛
子
で
あ
り
、
先
に
殺
さ
れ
た
の
は
、
自
分
の
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子
孫
だ
と
い
い
、
道
士
を
杖
で
打
ち
す
え
、
家
族
か
ら
も
ら
っ
た
報
酬
を
返
す
よ
う
に
言
う
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も

「
忽
見

薩
乗
雲
而
至
」（「
代
州
民
」（、「
挙
家
見
文
殊

薩
、
乗
五
色
雲
従
日
辺
下
」（「
長
孫
甲
」（
と
仏
に
化
け
た
狐
は
雲
に
乗
っ

て
人
々
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
。

「
唐
参
軍
」
で
も
、「
忽
見
五
色
雲
自
西
来
、
径
至
唐
氏
堂
前
。
中
有
一
仏
、
容
色
端
厳
」
と
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
話
を
踏
ま
え
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
戴
孚
は
、
仏
に
化
け
た
狐
を
人
間
が
退
治
す
る
と
い
う
単
純
な
展
開
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
趙

門
福
に
確
信
犯
的
に
仏
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
ら
し
く
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
心
の
中
で
は
良
か

ら
ぬ
こ
と
を
考
え
て
い
る
僧
侶
の
姿
や
仏
の
言
葉
を
素
直
に
信
じ
て
し
ま
う
唐
参
軍
の
家
族
な
ど
、
狐
に
振
り
回
さ
れ
る
人
間
の
姿
を

浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

戴
孚
は
、
多
く
の
狐
の
話
を
聞
き
、
集
め
な
が
ら
、
そ
の
興
味
の
方
向
は
、
狐
だ
け
で
な
く
、
狐
に
応
対
す
る
人
間
に
も
向
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
え
て
き
た
人
間
は
、
狐
と
接
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
何
の
疑
問
も
な
く
、

狐
を
退
治
し
、
排
除
し
よ
う
と
す
る
冷
酷
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
一
方
で
、「
唐
参
軍
」
の
僧
侶
の
態
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
手

柄
を
立
て
る
こ
と
を
考
え
、
に
せ
の
仏
の
言
葉
に
安
々
と
従
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
戴
孚
は
、
こ
う
し
た
人
間
の
姿
を
描
き
出
す
た
め
に
、
先
に
指
摘
し
た
異
類
通
婚
の
要
素
を
な
く
す
こ
と
で
、
人
間
と
狐
が

対
等
に
向
き
合
う
設
定
を
作
り
出
す
と
と
も
に
、
道
士
や
僧
侶
が
狐
と
直
接
闘
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
狐
退
治
に
焦
点
が

集
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
狐
が
化
け
る
と
い
う
性
質
を
巧
み
に
利
用
し
、
狐
を
仏
に
化
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
ず
知

ら
ず
の
者
で
あ
れ
ば
、
交
際
を
拒
も
う
と
し
た
唐
参
軍
が
、
仏
の
到
来
は
手
放
し
で
喜
び
、
無
批
判
に
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
し
ま
う
姿

や
熱
心
に
念
仏
を
唱
え
る
よ
う
に
見
え
て
、
心
の
中
で
は
手
柄
を
立
て
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
僧
侶
達
な
ど
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ

を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
し
か
し
辛
辣
に
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（1
（

。
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以
上
の
通
り
、「
李
覇
」
以
外
に
も
『
広
異
記
』
の
中
で
は
、
元
に
な
る
話
を
改
変
し
た
と
思
わ
れ
る
話
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
の
表

現
を
追
っ
て
い
く
と
、
戴
孚
は
意
識
的
に
そ
う
し
た
こ
と
を
行
い
、
新
し
い
話
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
川
合
康
三
氏
は
、「
実
事
と
虚
構（

（（
（

」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
詩
に
お
け
る
事
実
と
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を

行
っ
て
い
る
。
白
居
易
が
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
た
際
に
、
琵
琶
を
弾
く
美
女
が
、
も
と
は
長
安
の
妓
女
で
、
今
は
都
落
ち
し
て
、
商

人
の
妻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
左
遷
さ
れ
た
我
が
身
と
重
ね
合
わ
せ
た
「
琵
琶
行
」
に
つ
い
て
、
実
は
そ
の
元
と
な
る
よ
う
な

「
夜
聞
歌
者
」
と
い
う
詩
が
あ
り
、
そ
の
二
首
の
詩
を
比
較
し
て
み
る
と
、「
琵
琶
行
」
は
、
事
実
を
装
い
な
が
ら
も
実
際
は
、「
夜
聞

歌
者
」
を
元
に
作
ら
れ
た
虚
構
の
詩
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

実
事
と
虚
構
と
い
う
問
題
設
定
の
よ
り
大
き
な
問
題
は
、
実
事
と
は
何
か
、
虚
構
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
だ
。
両
者
を
二
項
対
立

と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
が
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
事
も
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
ま
た
さ
ら
に
言
語
表
現
に
よ
っ

て
、
様
々
な
面
を
見
せ
る
。
現
実
は
創
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
さ
え
い
え
る
。
虚
構
も
結
局
は
現
実
を
元
に
し
た
仮
構
で
あ
る
。

両
者
は
截
然
と
分
か
れ
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
そ
こ
に
文
学
の
働
き
が
加
わ
る
。
文
学
は
我
々
の
日
常
生
活
の
な
か

に
お
け
る
既
成
の
見
方
と
は
異
な
る
見
方
を
提
示
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
ふ
つ
う
に
捉
え
て
い
た
現
実
は
揺
ら
ぎ
、
別
の

姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
が
文
学
の
働
き
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
が
現
実
を
新
た
に
露
呈
さ
せ
る
、
そ
れ
を
知
る
の

が
文
学
を
読
む
こ
と
で
あ
り
、
文
学
の
役
割
で
あ
り
、
詩
と
現
実
の
関
わ
り
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。

こ
の
川
合
氏
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
『
広
異
記
』
の
「
薛
万
石
」
と
「
李
覇
」
あ
る
い
は
上
に
紹
介
し
た
幾
つ
か
の
話
を
比
較
す
る
こ
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と
で
見
え
て
き
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
李
覇
」
に
は
、
袁
晁
の
乱
と
い
う
歴
史
的
背
景
は
見
ら
れ
ず
、
主
を

失
っ
た
無
力
な
妻
子
が
途
方
に
暮
れ
る
様
子
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。「
李
覇
」
と
い
う
話
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、

周
り
の
人
々
の
無
理
解
、
儀
礼
を
重
ん
じ
る
こ
と
の
滑
稽
さ
で
あ
る
。
こ
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
話
の
展
開
、
文
章
は
、
ま
さ
に
川

合
氏
が
指
摘
す
る
「
文
学
の
働
き
」
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、『
広
異
記
』
の
中
の
幾
つ
か
の
話
は
、
明
ら
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
筆
者
は
、「
李
覇
」
の
よ
う
な
話
が
あ
る
か
ら
、『
広
異
記
』
は
、
評
価
す
べ
き
小
説
集
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
い
わ
け
で

は
な
い
。
川
合
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
事
か
虚
構
か
二
項
対
立
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
が
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
薛
万
石
」
と
「
李
覇
」
の
話
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
、
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
．
家
族
の
元
に
戻
る
鬼
（
三
（
―
再
び
「
薛
万
石
」
と
「
李
覇
」

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
薛
万
石
」
の
話
は
、
袁
晁
の
乱
を
背
景
と
し
た
中
で
、
薛
万
石
の
一
家
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
出
来
事

を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
袁
晁
の
乱
が
起
こ
っ
た
の
は
、
安
史
の
乱
が
勃
発
し
た
後
に
混
乱
が
続
い
て

い
る
時
で
あ
り
、
多
く
の
人
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
自
身
や
家
族
が
命
を
奪
わ
れ
た
り
、
一
家
が
離
散
す
る
な
ど
不
幸
な
出
来
事
を

経
験
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
広
異
記
』
の
中
に
は
他
に
も
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
経
験
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
李
叔

霽
」（
巻
三
三
五
（
は
、
安
禄
山
の
乱
の
際
に
あ
っ
た
痛
ま
し
い
話
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、「
洛
陽
に
住
ん
で
い
た
李
叔
霽

の
妻
の
叔
母
の
も
と
に
、
李
叔
霽
の
妻
が
訪
れ
、
夫
と
子
供
は
殺
さ
れ
た
の
で
、
や
む
な
く
再
婚
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
後
に
叔
母
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は
後
に
李
叔
霽
に
会
い
、
亡
く
な
っ
た
の
は
、
妻
の
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
叔
母
は
妻
が
賊
に
辱
め
ら
れ
て
死
ん
だ
こ
と
を

悟
る
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
李
瑩
」（
巻
三
三
六
（
と
い
う
話
は
、「
李
瑩
の
従
妹
は
、
安
史
の
乱
の
際
に
亡
く
な
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
隠
し
、
家
に
戻
る
と
結
婚
も
し
、
子
供
も
産
ん
で
普
通
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
亡
く
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
兄
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
察
知
し
て
姿
を
消
し
た
」
と
い
う
内
容
を
持
つ
。
悲
惨
な
状
況
の
中
で
、
平
時
に
は
思
い
も
よ

ら
ぬ
よ
う
な
様
々
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
そ
れ
は
人
々
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
薛
万
石
」
の
話
は
、「
李
覇
」
の
話
と
比
べ
れ
ば
ま
と
ま
り
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
一
方
で
、
戦
乱
が
せ
ま
り
く
る
な

か
、
薛
万
石
が
妻
や
娘
を
思
い
行
う
行
動
の
数
々
を
断
片
的
に
起
こ
っ
た
ま
ま
に
記
し
た
よ
う
な
文
章
は
、
ま
と
ま
り
の
な
い
記
述
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
当
時
の
混
乱
を
経
験
し
た
人
々
の
切
迫
し
た
状
況
が
感
じ
ら
れ
、
共
感
を
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
我
々
が
戦
乱
や
災
害
が
起
こ
っ
た
際
、
全
体
が
把
握
で
き
ず
と
も
わ
ず
か
な
情
報
で
も
求
め
、
一
喜
一
憂
す
る
気
持
ち
と

同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戴
孚
自
身
、
開
元
年
間
の
終
わ
り
頃
に
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
、
安
史
の
乱
が
起
こ
っ
た
直
後
の
至
徳
二
年
に
科
挙
に
合
格
し
た
。

こ
の
年
の
科
挙
は
、
安
史
の
乱
の
影
響
で
、
都
で
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
複
数
の
地
で
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
戴
孚
自
身
の

生
涯
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
序
」
に
は
、
科
挙
に
合
格
し
た
後
、
校
書
郎
と
し
て
官
職
を
始
め
た
後
の

経
歴
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
最
後
は
饒
州
（
現
江
西
省
（
の
参
軍
で
生
涯
を
終
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
官
吏
と
し

て
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
ぬ
一
生
を
送
り
、
地
方
回
り
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
親
戚
や
友
人
、
知

り
合
い
か
ら
多
く
の
戦
乱
に
ま
つ
わ
る
痛
ま
し
い
話
や
不
思
議
な
話
を
聞
い
た
り
、
あ
る
い
は
戴
孚
自
身
も
様
々
な
経
験
を
し
た
こ
と

だ
ろ
う
。『
広
異
記
』
の
中
で
、
唯
一
戴
孚
自
身
が
登
場
す
る
「
王
法
智
」（
巻
三
〇
五
（
で
は
、
大
暦
六
年
（
七
七
一
（
桐
盧
県
（
現

浙
江
省
（
で
仲
間
た
ち
と
若
い
神
が
か
り
の
女
性
を
介
し
、
昔
の
人
物
と
交
信
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
戴
孚
が
「
薛
万
石
」
の
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話
を
聞
い
た
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
頃
、
戴
孚
は
、
温
州
の
か
な
り
近
く
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
頃
戴
孚
が
、「
薛

万
石
」
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
袁
晁
の
乱
の
制
圧
後
、
ま
だ
十
年
ほ
ど
し
か
時
を
経
て
い
な
い
。
大
暦
五
年
ま
で
は
、

薛
兼
訓
は
、
浙
東
観
察
使
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
「
序
」
を
書
い
た
顧
況
に
「
仙
遊
記
」（『
全
唐
文
』
巻
五
二
九
（
と
い
う
文
章
が
あ
る
。

大
暦
六
年
、
温
州
の
李
暦
と
い
う
人
が
、
山
奥
深
く
迷
い
込
み
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
た
ち
の
暮
ら
し
を
書
い
た
文
章
で
あ
る
が
、
そ

の
人
た
ち
が
、
李
暦
等
に
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
袁
晁
の
乱
は
収
束
し
た
の
か
（
問
所
従
来
、
袁
晁
賊
平
未
（、
と
問
う
句
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
袁
晁
の
乱
の
記
憶
は
、
人
々
の
間
に
色
濃
く
残
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
薛
万
石
」
の
話
も
、
戴
孚

に
と
っ
て
も
記
録
し
た
時
に
は
、
ま
だ
生
々
し
い
戦
乱
の
様
子
を
伝
え
る
話
と
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戴
孚

は
、
袁
晁
の
乱
に
翻
弄
さ
れ
た
家
族
、
薛
万
石
以
外
の
家
族
も
含
め
、
多
く
の
名
も
な
き
人
々
が
個
々
に
直
面
し
た
重
く
過
酷
な
体
験

や
そ
の
時
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
出
来
事
に
触
れ
、
そ
れ
ら
を
記
録
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
や
が
て
そ
う
し
た
出
来
事
の
背
景
に
あ
る

よ
り
本
質
的
な
家
族
の
つ
ら
さ
、
極
限
の
状
態
に
あ
っ
て
様
々
な
行
動
を
す
る
人
間
の
不
可
解
さ
な
ど
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
薛
万
石
」
の
よ
う
な
書
き
方
で
は
、
出
来
事
の
背
後
に
あ
る
普
遍
的
で
本
質
的
な
問
題
は

浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。「
李
覇
」
の
よ
う
に
的
確
な
文
章
配
置
が
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
薛
万
石
」
の
よ
う
な
事
実
を
伝
え
る

話
が
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
人
々
の
苦
し
み
に
寄
り
添
う
中
で
、「
李
覇
」
の
よ
う
な
話
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、「
薛
万
石
」
の
話
が
な
け
れ
ば
、「
李
覇
」
の
話
も
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
い
得
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

お
わ
り
に

唐
代
の
伝
奇
の
発
生
は
、
安
史
の
乱
以
後
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
乱
を
契
機
と
し
た
社
会
状
況
の
変
化
と
関
係
が
あ
る
と
従
来
か
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ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
を
通
じ
て
み
る
と
『
広
異
記
』
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
広
異

記
』
の
中
で
は
、
見
聞
の
記
録
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
両
者
が
通
じ
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
新
た
な
物
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、『
広
異
記
』
の
中
に
は
、
安
史
の
乱
に
関
す
る
話
も
多
く
あ
る
。
そ
う
し
た
話
が
、
歴
史
的
事
実
と
ど
の
よ
う
な
違
い
、
あ

る
い
は
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
（
（「
牛
粛
『
紀
聞
』
に
つ
い
て

―
「
呉
保
安
」
を
中
心
に
」（『
中
唐
文
学
会
報
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
四
年
所
収
（、「
伝
奇
勃
興
以
前
の

唐
代
小
説
に
お
け
る
虚
構
に
つ
い
て

―
「
淮
南
猟
者
」（『
紀
聞
』（
と
「
安
南
猟
者
」（『
広
異
記
』（
の
比
較
分
析
を
中
心
と
し
て

―
」

（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
（。

（
（
（『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』（
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
（。「
本
書
上
承
六
朝
志
怪
，
大
都
用
記
聞
之
法
，
故
短
幅
者
衆
，
然
重

乎
情
致
，
発
揮
藻
思
，
已
是
唐
人
面
目

；

而
較
長
之
篇
達
四
五
十
事
，
装
点
筆
墨
，
乃
用
伝
奇
之
法
，
尤
可
見
演
進
之
跡
也
。」
そ
の
ほ

か
、
程
毅
中
『
唐
代
小
説
史
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、『
唐
代
小
説
史
話
』
文
化
芸
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
を
改
訂
（、

侯
忠
義
『
隋
唐
小
説
史
話
』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
（
な
ど
で
も
同
じ
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。

（
（
（Glen D

udbridge, R
eligious E

xperience and Lay Society in T
’ang China: A

 R
eading of T

ai Fu ’s K
uang-i chi, 

Cam
bridge university press, （（（（.

「（ A
 sequence of voices

」
に
「T

he basic view
 that K

uang-i chi did indeed belong 
to a literature of record, not of fantasy or creative fiction

」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
（
（
欧
陽
健
「
観
天
人
之
際
，
察
変
化
之
兆

―
従
『
広
異
記
』
看
神
怪
小
説
的
文
学
価
値
」（『
寧
徳
師
専
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
（』
一

九
九
九
年
第
一
期
（
総
第
四
八
期
（
所
収
（
に
「
一
条
路
線
是
強
調
神
怪
小
説
的
史
料
価
値
，（
中
略
（
另
一
条
路
線
則
是
強
調
神
怪
小

説
和
歴
史
小
説
、
世
情
小
説
一
様
都
是
人
的
社
会
現
実
生
活
的
反
映
，
因
而
都
該
算
作
〟人
的
文
学〝
，
所
不
同
的
是
神
怪
小
説
採
用
了

非
人
或
超
人
的
離
奇
譎
詭
的
形
式
而
已
。」
と
あ
る
。
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（
（
（
以
下
『
広
異
記
』
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
方
詩
銘
輯
『
冥
報
記
・
広
異
記
』（
中
華
書
局
、
古
小
説
叢
刊
、
一
九
九
二
年
（
を
底
本

と
し
、
適
宜
、
張
国
風
会
校
『
太
平
広
記
会
校
』（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
（
を
参
考
に
し
た
。

（
（
（
袁
晁
の
乱
の
歴
史
的
背
景
、
経
緯
に
つ
い
て
は
、
松
井
秀
一
「
八
世
紀
中
葉
頃
の
江
淮
の
叛
乱

―
袁
晁
の
叛
乱
を
中
心
と
し
て

―
」

（『
北
大
史
学
』
第
二
号
、
一
九
五
四
年
所
収
（
に
詳
し
い
。

（
（
（
例
え
ば
『
新
唐
書
』「
代
宗
紀
」
に
は
、「
広
徳
元
年
三
月
丁
未
、
李
光
弼
及
袁
鼂
戦
、
敗
之
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
直
後
七
月

の
条
に
「
壬
子
、
大
赦
、
改
元
」
と
あ
り
、
三
月
は
ま
だ
改
元
前
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』「
代
宗
紀
」
に
お
い
て
は
、
宝
応
二
年
三
月
の
条

に
「
丁
未
袁
傪
破
袁
晁
之
衆
於
浙
東
」
と
し
て
記
述
し
、
七
月
の
条
に
「
改
元
曰
広
徳
」
と
あ
る
。

（
（
（
こ
の
他
に
も
、『
広
異
記
』
に
は
、
袁
晁
の
反
乱
を
背
景
と
し
た
話
と
し
て
「
慈
心
仙
人
」（
巻
三
九
（、「
豆
盧
栄
」（
巻
二
八
〇
（
が
あ

る
。
ま
た
小
説
や
詩
に
記
さ
れ
た
袁
晁
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
胡
正
武
「
唐
朝
文
学
作
品
中
的
袁
晁
起
義
」（『
台
州
学
院
学
報
』
第
二
六

巻
第
四
期
、
二
〇
〇
四
年
所
收
（
に
詳
し
い
。
ま
た
前
掲
ダ
ッ
ド
ブ
リ
ッ
ジ
氏
の
書
に
お
い
て
も
「（ V

ictim
s of the Y

uan Chao 
rebellion

」
で
こ
れ
ら
袁
晁
の
乱
に
つ
い
て
書
か
れ
た
三
話
を
乱
に
つ
い
て
の
歴
史
的
資
料
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

（
（
（
中
華
書
局
本
で
は
、「
鬼
云
以
其
仏
生
人
」
の
句
に
つ
い
て
、『
太
平
広
記
』
明
鈔
本
で
は
、
三
文
字
欠
字
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

『
太
平
広
記
会
校
』
に
お
い
て
も
、
孫
氏
校
本
、
陳
氏
校
本
い
ず
れ
も
欠
字
が
示
さ
れ
て
お
り
、
脱
文
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（0
（
稲
田
孝
『
聊
齋
志
異

―
玩
世
と
怪
異
の
覗
き
か
ら
く
り
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
一
五
、
講
談
社
、
一
九
九
四
年
（に
お
い
て
、
稲
田
氏
は

中
国
文
学
に
描
か
れ
て
い
る
狐
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
狐
は
古
代
よ
り
、
貧
相
な
庶
民
か
ら
神
様
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
風
貌
を
し
て
わ

れ
わ
れ
の
生
活
の
中
に
出
現
し
た
。
ず
る
く
て
、
い
た
ず
ら
で
、
敏
捷
で
も
あ
り
、
け
も
の
で
も
あ
れ
ば
神
で
も
あ
り
、
み
ょ
う
に
卑
し

い
か
と
思
え
ば
、
端
正
な
人
格
者
で
も
あ
る
。
明
瞭
な
の
は
、
彼
ら
が
人
間
と
雜
居
し
て
お
り
、
人
間
に
親
し
そ
う
な
外
貌
を
呈
し
な
が

ら
、
し
か
も
て
ご
わ
い
對
立
者
で
あ
っ
た
こ
と
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、『
広
異
記
』
の
狐
の
話
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に

重
な
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
『
広
異
記
』
の
狐
の
話
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
（『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
二
八
輯
、
二
〇
一
四
年
所
収
。

（
（（
（
戴
孚
に
と
っ
て
『
広
異
記
』
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
「
顧
況
「
戴
氏
広
異
記
序
」
に
つ
い
て
」（『
慶
應
義
塾
大

学
日
吉
紀
要　

中
国
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
二
年
所
収
（
に
お
い
て
も
考
察
し
た
。


