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(329) 

『
三
国
志
演
義
』
の
左
慈
像
に
つ
い
て

吉
永

壮
介

後
漢
王
朝
は
長
年
の
腐
敗
に
耐
え
か
ね
た
か
の
よ
う
に
、
党
鋼
の
禁
か
ら
黄
巾
の
乱
へ
と
、
急
速
に
瓦
解
し
て
い
っ
た
。
乱
世
の
幕
開
け
-44-

を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
貌
の
太
祖
武
皇
帝
・
曹
操
が
淫
嗣
邪
教
を
禁
じ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て
後
に
は
逆
に
方
術
の
士
を
幕
下

に
集
め
、
民
間
へ
の
流
出
を
防
ご
う
と
図
っ
た
の
は
、
宰
相
と
し
て
の
一
つ
の
車
見
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
曹
操
の
幕
下
に
集
め
ら
れ
た
方

術
の
士
の
中
に
、
華
佑
や
甘
始
ら
と
と
も
に
左
慈
の
名
も
見
え
る
。

左
慈
は
『
三
国
志
』
に
は
伝
を
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
後
漢
書
』
に
至
っ
て
よ
う
や
く
方
術
伝
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
見
え

る
左
慈
の
事
績
は
、
『
捜
神
記
」の
記
述
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
左
慈
は
『
神
仙
伝
』
に
も
伝
を
立
て
ら
れ
て
お
り
、
「
捜
神

記
』
「
後
漢
書
』
と
は
異
な
る
逸
話
も
載
せ
て
い
る
。

後
の

「
三
国
志
演
義
』
で
は
、
左
慈
は
曹
操
を
手
玉
に
取
る
妖
術
使
い
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
『
演
義
』

の
左
慈
像



が
、
『
捜
神
記
』
『
後
漢
書
』
系
統
と
『
神
仙
伝
』
系
統
の
逸
話
の
狭
間
で
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

左
慈
、
字
は
元
放
、
瞳
江
の
人
で
あ
る
。
ま
ず
、
左
慈
と
時
代
を
共
に
し
た
人
々
、

及
ぴ
左
慈
の
伝
説
の
草
創
期
を
生
き
た
人
々
の
左
慈

観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
辿
っ
て
み
た
い
。

『
三
国
志
』
に
は
左
慈
の
伝
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
が
、
親
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
が
注
に
引
く
曹
歪
の
『
典
論
』
に
は
そ
の
名
が
見
え
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

瞳
江
の
左
慈
は
補
導
の
術
に
通
じ
て
い
た
。
皆
軍
の
役
人
と
な
っ
た
。
（
中
略
）
左
慈
が
来
る
と

人
々
は
争
っ
て
補
導
の
術
を
教
わ

-45-

穎
川
の
都
倹
は
砕
穀
が
で
き
、
伏
苓
を
服
用
し
た
。
甘
陵
の
甘
始
も
行
気
を
得
意
と
し
、
年
を
取
っ
て
も
若
々
し
い
容
貌
で
あ
っ
た
。

り
、
官
官
の
厳
峻
ま
で
が
左
慈
の
も
と
を
訪
れ
て
教
え
を
受
け
た
。
｛
臣
官
に
は
こ
う
し
た
術
は
全
く
関
係
無
い
の
だ
が
、

(2
) 

こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
評
判

に
な
っ
て
い
る
も
の
を
追
う
と

曹
操
幕
下
に
集
め
ら
れ
た
方
術
の
士
が

い
か
に
時
人
に
も
て
は
や
さ
れ
た
か
が
窺
わ
れ
る
一
節
で
あ
る
。
補
導
の
術
と
は
一
房
中
術
で
あ

り
、
そ
れ
が
左
慈
の
最
も
得
意
と
す
る
領
域
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

方
技
伝
は
続
い
て
曹
植
の
『
弁
道
論
』
を
引
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
曹
操
が
方
術
の
士
を
宮
廷
に
招
い
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(328) 



彼
ら
（
甘
始
、
左
慈
、
都
倹
な
ど
）
を
貌
国
に
集
め
た
の
は

こ
う
し
た
輩
が
悪
人
と
通
じ
て
人
々
を
欺
き
、
妖
術
を
使
っ
て
民
を
惑

(327) 

信わ
じす
ての
はを
い恐
なれ
か fこ
っ（た

た立め
。で

あ
る

（
中
略
）
父
君
（
曹
操
）
、
太
子
（
苗
自
主
）
及
ぴ
我
々
兄
弟
は
皆
笑
い
物
に
し
て
い
て
、
彼
ら
の
術
を

曹
操
が
幕
下
に
方
術
の
士
を
集
め
た
の
は
、
あ
く
ま
で
民
を
邪
教
に
染
ま
ら
せ
な
い
た
め
の
施
政
上
の
措
置
で
あ
る
と
、
曹
植
は
明
言
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
『
弁
道
論
』
は
こ
の
後
に
、
部
倹
に
辞
穀
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
百
日
た
っ
て
も
普
段
通
り
で
あ
っ
た
旨
を
記
し
て
も

(4
) 

お
り
、
曹
操
父
子
が
仙
人
に
心
底
傾
倒
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。

『
神
仙
伝
』
に
よ
る
と
、
曹
操
の
も
と
を
辞
し
た
左
慈
は
劉
表
、
そ
し
て
孫
策
と
も
接
触
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
抱
朴
子
』

46 

巻
四
に
も

昔
、
左
元
放
は
天
柱
山
で
思
索
し
、
神
人
か
ら
金
丹
に
つ
い
て
の
仙
経
を
授
か
っ
た
。
漢
末
の
戦
乱
に
遭
い
、
製
法
に
則
っ
て
金
丹
を

作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
戦
乱
を
避
け
て
江
東
に
渡
り
、
名
山
に
身
を
投
じ
て
こ
の
道
の
修
行
を
し
た
い
と
思
っ
た
。
私
の
父
の
従
兄
弟

(5
) 

に
あ
た
る
葛
仙
公
も
元
放
か
ら
こ
の
書
を
受
け
た
。

で
は
劉
表
に
ま
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
建
安

(6
) 

十
三
（
二
O
八
）
年
以
前
だ
が
、
陶
弘
景
の
「
真
詰
』
注
に
よ
れ
ば
建
安
末
の
こ
と
で
あ
り
、
約
十
年
の
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

(7
) 

は
『
典
論
』
や
曹
植
の
『
釈
疑
論
』
を
引
い
て
、
曹
操
父
子
が
神
仙
の
実
在
を
信
じ
た
証
拠
と
し
て
い
る
。
牽
強
の

と
見
え
、
左
慈
が
南
に
渡
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
左
慈
の
渡
南
の
時
期
は
、
『
神
仙
伝
』

ま
た
、
『
抱
朴
子
』



嫌
い
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
が
、
『
列
異
伝
』
が
曹
歪
の
撲
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
曹
氏
政
権
が
方
術
の
士
に
対
し
て
柔
軟
な

姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
意
識
に
十
分
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
博
物
志
』
『
抱
朴
子
』
『
神
仙
伝
』
に
見
え
る
左
慈
は
い
ず
れ
も
方
術
を
能
く
す
る
。
し
か
し
、
『
博
物
志
』
の
左
慈
は
飢
僅
の
救
荒
植
物

そ
う
し
た
『
博
物
志
」
『
抱
朴
子
』
の

(8
) 

左
慈
像
と
、
専
ら
妖
術
で
群
雄
を
翻
弄
す
る
『
神
仙
伝
』
に
見
え
る
左
慈
像
と
の
聞
に
は
、
あ
る
程
度
の
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
。

な
ど
現
実
を
生
き
抜
く
術
に
通
じ
て
い
お
り
、
『
抱
朴
子
』
の
左
慈
に
も
隠
士
的
な
性
格
が
見
え
る
。

こ
う
し
た
履
歴
を
持
つ
左
慈
が
『
演
義
』
に
登
場
す
る
の
は
、
曹
操
が
貌
王
に
爵
位
を
進
め
て
王
宮
を
建
て
、
呉
の
孫
権
が
温
州
の
蜜
柑

(9
) 

を
献
上
す
る
際
で
あ
る
。
「
演
義
』
の
前
身
と
も
言
え
る
『
三
国
志
平
話
』
に
は
ま
だ
左
慈
は
登
場
し
な
い
が
、
『
演
義
」
で
は
嘉
靖
本
以
下

の
諸
版
本
間
で
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
曹
操
に
謁
見
し
た
後
、
左
慈
が
続
け
ざ
ま
に
曹
操
を

愚
弄
す
る
あ
ら
ま
し
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

（
叩
）

左
慈
は
、
修
行
中
に
天
書
を
得
て
仙
術
を
体
得
し
た
と
述
べ
、
劉
備
に
位
を
譲
っ
て
引
退
し
、
自
分
と
と
も
に
修
行
せ
よ
と
曹
操
に
勧

め
る
。
怒
っ
た
曹
操
に
拷
問
さ
れ
る
が
、
七
日
間
食
物
を
与
え
ら
れ
な
く
と
も
苦
に
も
し
な
い
。

そ
し
て
、
木
履
を
履
い
て
ふ
ら
り
と

曹
操
の
宴
席
に
現
れ
る
と
、

ま
ず
は
絵
に
書
い
た
龍
か
ら
肝
を
取
り
出
し
、
植
木
鉢
に
社
丹
を
咲
か
せ
て
見
せ
、
松
江
で
し
か
と
れ
ぬ

は
ず
の
偲
を
四
つ
持
つ
舗
を
宮
殿
の
池
で
釣
り
あ
げ
る
。

そ
れ
か
ら
金
の
鉢
を
袖
で
覆
っ
て
、
纏
の
謄
に
添
え
る
萄
の
生
董
を
居
な
が

ら
に
し
て
手
に
入
れ
た
か
と
思
う
と
、
そ
の
生
董
を
曹
操
が
著
し
た
『
孟
徳
新
書
』
に
変
じ
て
見
せ
た
。
そ
し
て
鑑
賞
で
杯
の
酒
を
二
つ

（
日
）

そ
の
杯
を
空
中
に
投
げ
て
し
ま
う
。
す
る
と
杯
は
白
鶴
に

に
割
っ
て
曹
操
と
分
け
あ
お
う
と
す
る
が
、
曹
操
が
飲
ま
な
い
と
見
る
と
、

変
じ
て
宮
殿
を
め
ぐ
っ
て
飛
ぴ
、
皆
が
そ
の
白
鶴
を
仰
ぎ
見
て
い
る
う
ち
に
左
慈
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
術
を
使

-47-(326) 



う
左
慈
に
曹
操
は
殺
意
を
抱
く
が
、
左
慈
は
羊
に
化
け
て
追
っ
手
の
目
を
く
ら
ま
せ
た
か
と
思
え
ば
、
分
身
の
術
ら
し
き
も
の
で
数
百

人
の
自
分
を
作
っ
て
撹
乱
す
る
。
捕
ら
え
た
数
百
人
の
左
慈
を
曹
操
が
全
て
斬
首
さ
せ
る
と
、
首
の
穴
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
青
気
が
立
ち
上

り
、
そ
れ
が
一
所
に
集
ま
っ
て
左
慈
に
な
っ
た
。
そ
し
て
左
慈
は
白
鶴
を
招
い
て
そ
れ
に
ま
た
が
り
、
「
玉
鼠
、
金
虎
に
随
い
て
、
好

雄

一
旦
に
休
て
ん
」
と
笑
う
。
そ
し
て
首
の
無
い
左
慈
の
む
く
ろ
が
一
斉
に
曹
操
に
襲
い
か
か
り
、
曹
操
は
昏
倒
す
る
。

の
左
慈
に
つ
い
て
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
来
歴
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
ロ
）

左
慈
が
節
倹
ら
と
同
様
に
時
穀
を
よ
く
し
た
こ
と
は
『
博
物
志
』
な
ど
に
見
え
、
『
神
仙
伝
』
に
は
曹
操
が
左
慈
を
召
し
だ
し
て
、
食
物

（
日
）

を
与
え
ず
に
一
年
間
石
室
に
閉
じ
こ
め
る
話
が
見
え
る
。
ま
た
都
倹
の
百
日
間
の
断
食
な
ど
、
貌
晋
時
代
に
は
辞
穀
の
記
録
に
は
事
欠
か
な

以
下
、
「
演
義
』

しヨ

カf

の
七
日
よ
り
は
る
か
に
長
い
日
数
で
あ
る
。
も
っ
と
も
左
慈
の
絶
食
に
一
年
も
付
き
合
っ
て
い
て
は
物
語
の
進

い
ず
れ
も
『
演
義
』

「
弁
道
論
』
に
「
人
は
食
事
を
し
な
い
こ
と
が
七
日
に
も
な
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
」
と
あ
る
こ
と
な
ど

行
に
差
し
障
り
が
あ
る
し
、
ま
た

(H
) 

か
ら
、
異
能
と
す
る
に
足
る
手
頃
な
相
場
と
し
て
、

『
演
義
』
で
は
七
日
の
絶
食
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

曹
操
に
斬
首
さ
れ
た
と
き
に
、
数
百
の
左
慈
の
首
の
穴
か
ら
立
ち
上
っ
た
と
い
う
「
青
気
」
は
、
旦
ハ
の
子
吉
が
孫
策
に
殺
さ
れ
た
場
面
に

も
見
え
る
。
「
青
気
」
は
史
書
や
『
捜
神
記
』
『
神
仙
伝
』
な
ど
の
子
土
口
・
左
慈
の
条
に
は
見
え
ず
、
『
演
義
』
が
添
え
た
趣
向
で
あ
る
。
も

の
西
王
母
に
関
す
る
記
述
に
、
「
青
気
が
欝
々
と
雲
の
よ
う
に
立
ち
こ
め
て
い
た
」
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
晋
代
に

っ
と
も
『
博
物
志
』

は
「
青
気
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
十
分
仙
人
を
匂
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

松
江
の
舗
と
萄
の
生
董
に
つ
い
て
は
、
『
捜
神
記
』
に
次
の
よ
う
な
話
が
見
え
る
。

(325) -48-



か
つ
て
左
慈
は
曹
操
の
宴
席
に
連
な
っ
て
い
た
。
曹
操
が
笑
っ
て
来
賓
を
顧
み
て
言
う
に
は
、
「
今
日
の
こ
の
盛
大
な
宴
会
に
は
、
珍

味
は
お
お
か
た
そ
ろ
っ
て
い
る
。
足
り
な
い
の
は
呉
の
松
江
の
鑑
の
謄
だ
け
だ
」
左
慈
は
、
「
そ
れ
な
ら
手
に
入
り
ま
す
ぞ
。
」
と
言
っ

た
。
そ
こ
で
左
慈
は
銅
盤
を
求
め
て
水
を
張
り
、
竹
竿
に
餌
を
つ
け
て
垂
ら
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
一
匹
の
鑑
が
釣
れ
た
。
曹
操
は

大
い
に
手
を
打
ち
、
列
席
し
て
い
た
も
の
は
皆
驚
い
た
。
曹
操
が
言
っ
た
。
「
一
匹
で
は
列
席
し
て
い
る
皆
に
行
き
渡
ら
ぬ
。
二
匹
あ

れ
ば
よ
い
の
だ
が
。
」
左
慈
は
再
び
針
に
餌
を
つ
け
て
糸
を
垂
れ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
舗
を
釣
り
上
げ
た
。ど
れ
も
体
長
三
尺

余
り
で

い
き
い
き
と
し
て
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
曹
操
は
そ
の
舗
を
自
の
前
で
謄
に
き
せ
、
列
席
者
に
行
き
渡
ら
せ
た
。
苗
日

操
が
言
う
に
は
、
「
魚
は
手
に
入
っ
た
が
、
萄
の
生
董
が
無
い
の
が
残
念
だ
。
」
左
慈
が
言
っ
た
。
「
そ
れ
も
ま
た
手
に
入
り
ま
す
ぞ
。
」

曹
操
は
近
く
か
ら
生
董
を
買
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
「
わ
し
は
以
前
、
錦
を
買
う
た
め
に
萄
に
使
者
を
遣
わ
し
た
が
、

を
や
っ
て
、
そ
の
使
者
に
錦
を
二
反
余
計
に
買
う
よ
う
に
伝
え
き
せ
て
く
れ
。
」
と
言
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
左
慈
が
出
し
た
使

い
は
生
蔓
を
持
っ
て
帰
っ
て
来
た
。
そ
し
て
言
う
に
は
、
「
店
で
曹
操
様
の
遣
わ
さ
れ
た
使
者
と
会
い
、
二
反
余
計
に
買
う
よ
う
に
申

し
ま
し
た
。
」
一
年
余
り
が
過
ぎ
て
、
曹
操
の
使
者
が
帰
っ
て
く
る
と
、
果
た
し
て
二
反
余
計
に
買
っ
て
い
た
。
尋
ね
て
み
る
と
、

の
使
者
は
、
「
某
月
某
日
、
店
で
人
と
会
っ
た
と
こ
ろ
、
曹
操
様
の
命
令
で
二
反
余
計
に
買
う
よ
う
に
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
。
」
と
言

（
口
）

っ
た
。

『
演
義
』
で
は
、
宴
席
で
謄
を
す
す
め
ら
れ
た
左
慈
の
方
か
ら
「
謄
は
松
江
の
艦
が
う
ま
い
」
と
曹
操
に
言
っ
て
お
り
、
銅
盤
で
は
な
く

宮
殿
の
池
か
ら
松
江
の
纏
を
釣
り
、
ま
た
萄
の
生
聾
も
金
の
鉢
か
ら
得
て
い
る
。
そ
う
し
た
相
違
は
あ
る
が
、
『
演
義
』
が
『
捜
神
記
』
『
後

漢
書
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

人
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羊
に
化
け
て
曹
操
の
追
っ
手
か
ら
逃
れ
る
話
や
、
市
場
で
左
慈
を
捕
ら
え
る
と
市
場
の
人
々
が
皆
左
慈
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
『
演

義
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
そ
の
典
拠
と
お
ぼ
し
き
逸
話
が

『
捜
神
記
』
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
『
後
漢
書
』
左
慈
伝
も
概
ね
『
捜
神
記
』
グ〉

(323) 

記
述
を
踏
襲
し
て
お
り

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
後
漢
書
』
に
も
見
え
る
た
め
、
「
演
義
』
が

「
捜
神
記
』
と
『
後
漢
書
』
の
ど
ち
ら

に
拠
っ
た
か
は
確
定
で
き
な
い
。

『
演
義
』で
は
、
萄
の
生
董
を
『
孟
徳
新
書
』
に
変
え
る
と
い
う
、
曹
操
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
余
興
を
挟
ん
で
宴
が
続
く
。
そ
し
て
左

慈
が
杯
の
酒
を
二
分
し
、
そ
れ
を
飲
み
干
し
て
榔
っ
と
白
鶴
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
話
は
『
捜
神
記
』
「
後
漢
書
』
に
は
見
え
ず
、
『
神
仙

伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
神
仙
伝
』
に
は
、
曹
操
が
殺
意
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
左
慈
が
暇
乞
い
す
る
と
、
曹
操
は
敢
え
て
引

き
留
め
よ
う
と
は
せ
ず
左
慈
の
た
め
に
宴
席
を
設
け
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
席
上
で
の
こ
と
、

左
慈
が
言
、
つ
に
は
「
今
か
ら
遠
く
に
離
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
杯
を
分
け
て
酒
を
飲
み
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
曹
操
は
「
よ
か
ろ-50-

う
。
」
と
言
っ
た
。
こ
の
と
き
は
寒
い
日
で
、
温
め
た
酒
が
ま
だ
熱
い
う
ち
に
、
左
慈
は
道
士
の
冠
の
替
を
抜
き
、

そ
れ
で
酒
を
か
き

混
ぜ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
替
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
れ
は
墨
を
磨
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
最
初
、
曹
操
は
左
慈
が
杯

を
分
け
た
い
と
一
＝
T
j

の
は
、
曹
操
が
先
に
飲
ん
で
そ
れ
か
ら
左
慈
に
杯
を
与
え
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
左
慈
が
替
で
杯
の

酒
を
断
つ
と
、
そ
こ
に
は
数
す
の
隙
聞
が
で
き
、
左
慈
は
そ
の
半
分
を
飲
む
と
、
残
り
の
半
分
を
曹
操
に
与
え
た
。
曹
操
は
喜
ば
ず
、

す
ぐ
に
は
飲
ま
ず
に
い
る
と
、
左
慈
は
自
分
が
飲
み
干
し
た
い
と
乞
い
、
飲
み
終
わ
る
と
杯
を
棟
に
投
げ
つ
け
た
。
杯
は
空
中
に
懸
か

っ
て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
き
、
飛
ぶ
烏
が
怖
い
た
り
仰
い
だ
り
す
る
よ
う
で
あ
り
、
落
ち
そ
う
だ
が
落
ち
て
こ
な
か
っ
た
。
列
席
し
て
い
た

者
で
そ
の
杯
を
見
て
い
な
い
も
の
は
な
く
、
杯
は
し
ば
ら
く
す
る
と
落
ち
て
き
た
が
、

そ
の
時
に
は
す
で
に
左
慈
の
姿
は
消
え
去
っ
て



（
日
）

い
た
。

「
神
仙
伝
』
そ
の
も
の
に
拠
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
演
義
』
が『
神
仙
伝
』
を
淵
源
と
す
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
込

ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
捜
神
記
』

『
演
義
』
に
取
り
込
ま
れ
た
場
合
は
、
史
書
で
あ
る
『
後
漢
書
』
を
参
照
し
た
可

の
記
述
が

能
性
も
拭
え
な
い
が
、
左
慈
榔
杯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
捜
神
記
』
『
後
漢
書
』
に
は
見
え
な
い
。

正
史
に
取
り
込
ま
れ
な
い
異

『
演
義
』
が

聞
を
も
視
野
に
お
き
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
『
演
義
』
は
左
慈
の
姿
を
「
片
目
は
砂
、
片
足
は
肢
、
白
藤
の
冠
を
か
ぶ
り
、
青
椴
の
衣
を
纏
い
、
木
履
を
履
い
て
い
る
」
と
描
写

（
円
）

し
て
い
る
が
、
左
慈
の
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
『
捜
神
記
』
『
後
漢
書
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
神
仙
伝
』
に
は
、
市
場
の
人
が
皆
左
慈
と

（
却
）

同
様
の
な
り
に
な
っ
て
し
ま
う
場
面
に
「
片
目
が
砂
で
、
青
い
葛
巾
を
着
け
、
青
い
ひ
と
え
の
衣
を
纏
っ
て
い
る
」
と
い
う
描
写
が
あ
り
、

「
青
い
葛
巾
」
が
「
白
藤
の
冠
」
に
改
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、

の
描
写
に
拠
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

『
演
義
』
が
『
神
仙
伝
』

一
本
の
竹
の
杖
を
つ
い
て

ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
る
」
場
面
が

ま
た
『
神
仙
伝
』
に
は
、
孫
策
に
追
わ
れ
る
左
慈
が
「
木
履
を
履
き
、

あ
る
。
『
演
義
』
で
は
左
慈
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
な
っ
た
「
木
履
」
も
こ
こ
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
。そ
し
て
『
演
義
』
に
見
え
る

「
片
足
が
肢
」
と
い
う
の
も
、

で
「
一
本
の
竹
の
杖
」
を
つ
い
て
い
る
所
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
。

(n
) 

「
北
堂
書
紗
』
や
『
仙
苑
編
珠
』
に
も
す
で
に
見
え
て
お
り
、
左
慈
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着

『
神
仙
伝
」

「
木
履
竹
杖
」の
取
り
合
わ
せ
は
、
唐
の

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
「
演
義
』
が
直
接
『
神
仙
伝
』
に
拠
っ
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、少
な
く
と
も
『
演
義
』

左
慈
の
容
貌
が

「
神
仙
伝
』
系
統
の
描
写
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
「
神
仙
伝
』
の
左
慈
榔
杯
の
場
面
に
は
、
棟
に
投
げ
つ
け
た
杯
が
「
飛
ぶ
烏
が
怖
い
た
り
仰
い
だ
り
す
る
よ
う
で
あ
り
、
落
ち 51 
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そ
う
だ
が
落
ち
て
こ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
が

『
演
義
』
に
な
る
と
、
杯
が
「
白
鶴
」
に
変
じ
て
宮
殿
を
め
ぐ
っ
て
飛
ん
だ
、
と
き
れ

て
い
る
。
ま
た

『
演
義
』

の
関
係
に
つ
い

で
は
、
左
慈
が
物
語
か
ら
退
場
す
る
場
面
で
も
「
白
鶴
」
を
招
い
て
い
る
。
左
慈
と
「
白
鶴
」

て
、
節
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

『
神
仙
伝
』
に
端
を
発
す
る
左
慈
榔
杯
の
逸
話
は
、
以
後
の
諸
本
も
広
く
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
雲
笈
七
銭
』
『
三
洞
葦
仙
録
』
『
太
平
御

（
お
）

覧
」
『
太
平
広
記
』
「
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
』
な
ど
歴
代
の
書
物
に
見
え
る
が
、い
ず
れ
も
左
慈
が
投
げ
た
杯
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
「
鳥
」
が
飛
ぶ

と
い
う
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
『
演
義
』

（
担
）

す
る
記
述
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た

ょ
う
で
あ
っ
た
、

の
記
す
が
如
き
、
杯
が
「
白
鶴
」
に
変
じ
て
宮
殿
を
め
ぐ
っ
て
飛
ん
だ
と

『
演
義
』
か
ら
退
場
す
る
場
面
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
「
白
鶴
」
に
乗
る
左

慈
の
逸
話
も
見
あ
た
ら
な
い
。

白
鶴
に
乗
っ
た
仙
人
と
言
え
ば
、

ま
ず
繰
氏
山
の
山
頂
に
姿
を
見
せ
た
王
子
喬
が
思
い
浮
か
ぶ
。
ま
た
巧
み
な
篇
の
音
で
白
鶴
を
庭
に
呼

ん
だ
篇
史
や
、
蘇
仙
公
の
母
の
箱
か
ら
二
羽
の
白
鶴
が
飛
び
立
っ
た
な
ど
、
白
鶴
は
仙
人
の
近
辺
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
が
、

の
逸
話
に
は
、
左
慈
と
の
直
接
の
接
点
は
見
い
だ
せ
な
い
。

こ
れ
ら
の
仙
人

と
こ
ろ
で
、
呉
の
孫
権
に
招
か
れ
て
優
遇
さ
れ
た
方
術
の
士
に
、
介
象
が
い
る
。
「
仙
苑
編
珠
』
巻
上
で
は
左
慈
と
並
ん
で
採
録
さ
れ
て

い
る
人
物
で
あ
る
が
、
『
神
仙
伝
』
巻
九
に
立
て
ら
れ
て
い
る
介
象
の
伝
に
は
、
左
慈
と
酷
似
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。

謄
に
す
る
に
は
ど
の
魚
が
最
も
美
味
い
か
、
孫
権
と
論
じ
た
。
介
象
が
言
っ
た
。
「
謄
に
す
る
に
は
絡
が
最
上
で
ご
さ
い
ま
す
。
」
孫
権 (321) -52-



が
言
う
に
は
、
「
こ
の
近
辺
で
獲
れ
る
魚
に
つ
い
て
言
っ
て
お
る
の
だ
。
絡
は
海
で
獲
れ
る
の
で
あ
っ
て
、ど
う
し
て
手
に
入
れ
ら
れ

ょ
う
か
。
」
介
象
は
「
手
に
入
り
ま
す
ぞ
。
」
と
言
う
と
、
宮
殿
の
庭
に
穴
を
作
ら
せ
て
水
を
汲
ん
で
満
た
し
、
釣
針
を
求
め
た
。
介
象

は
立
ち
上
が
る
と
針
に
餌
を
つ
け
、
糸
を
水
の
入
っ
た
穴
に
垂
ら
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
果
た
し
て
鱗
が
釣
れ
た
。
呉
、
王
は
驚
喜

し
て
、
食
べ
ら
れ
る
の
か
と
介
象
に
尋
ね
た
。
介
象
が
言
っ
た
。
「
わ
ざ
わ
ざ
陛
下
の
た
め
に
謄
に
す
る
よ
う
釣
っ
た
の
で
す
。

し
て
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
を
釣
っ
た
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」
そ
こ
で
釣
っ
た
絡
を
調
理
場
で
切
ら
せ
た
。
孫
権
が
言
う
に
は
、
「
萄
か

ら
の
使
者
が
来
た
と
き
に
、
萄
の
生
董
は
あ
え
も
の
に
す
る
と
大
層
美
味
い
と
聞
い
た
が
、
」
ん
な
と
き
に
そ
れ
が
無
い
の
が
残
念
じ

ゃ
。
」
介
象
は
言
っ
た
。
「
萄
の
生
葺
な
ど
、
簡
単
に
手
に
入
り
ま
す
ぞ
。
願
わ
く
ば
、
使
い
の
者
に
代
金
を
渡
し
て
お
差
し
遣
わ
し
く

だ
さ
い
。
」
呉
主
は
近
習
の
一
人
を
指
名
し
て
五
十
銭
を
渡
し
た
。
介
象
は
一
枚
の
符
を
書
い
て
、
青
竹
の
杖
の
中
に
納
め
た
。

て
使
者
に
目
を
閉
じ
て
杖
に
跨
ら
せ
、
杖
が
止
ま
っ
た
ら
生
蔓
を
買
い
、

そ
れ
が
済
ん
だ
ら
ま
た
目
を
閉
じ
る
よ
う
に
言
っ
た
。
使
い

の
者
が
言
わ
れ
た
通
り
に
杖
に
跨
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
杖
が
止
ま
り
、
も
う
成
都
に
着
い
て
い
た
が
、
使
い
の
者
に
は
ど
こ
だ
か
分

か
ら
な
か
っ
た
。
人
に
尋
ね
て
そ
こ
が
萄
の
市
場
だ
と
知
る
と
、
生
董
を
買
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
、
呉
か
ら
の
使
者
と
し
て
張

温
が
萄
に
来
て
お
り
、
市
場
で
出
会
う
と
非
常
に
驚
い
た
。
張
温
は
す
ぐ
さ
ま
手
紙
を
し
た
た
め
、
家
に
届
け
て
く
れ
る
よ
う
こ
と
づ

張
温
の
手
紙
を
持
ち
、
生
董
を
背
負
い
、
杖
に
跨
っ
て
目
を
閉
じ
た
。
し
ば
ら
く
す
る

（
却
）

と
呉
に
帰
っ
て
い
た
が
、
調
理
場
で
は
ち
ょ
う
ど
拾
を
刻
み
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

け
た
。
使
い
の
者
は
生
董
を
買
い
終
わ
る
と
、

い
さ
さ
か
引
用
が
長
く
な
っ
た
が

こ
の
介
象
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
左
慈
が
纏
と
生
蔓
を
得
る
『
捜
神
記
』
『
後
漢
書
』の
話
と
同
工
異

曲
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
「
後
漢
書
』
で
は
左
慈
自
ら
萄
に
赴
い
て
い
る
点
が
異
な
る
が
、
す
で
に
局
に
行
っ
て
い
る
別
の
使

ど
、
フ

そ
し

53 (320) 



者
と
会
い
、
そ
れ
を
実
際
に
萄
ま
で
行
っ
た
証
拠
と
す
る
点
な
ど
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
の

『
神
仙
伝
』
の
介
象
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
三
国
志
』
呉
書
巻
十
八
の
注
に
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
『
三
国
志
』

で
は
介
象
の
話
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
『
神
仙
伝
』
に
は
続
き
が
あ
る
。
介
象
の
死
に
際
し
て
孫
権
が
見
事
な
梨
を
下
賜
し
た
こ
と

が
見
え
、
そ
し
て
戸
解
を
遂
げ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
添
え
て
い
る
。

孫
権
は
介
象
の
こ
と
を
思
い
廟
を
建
て
て
や
り
、
時
に
は
自
ら
赴
き
、
介
象
を
祭
っ
た
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
常
に
白
い
鶴
が
座
上
に

（
幻
）

ゆ
っ
く
り
と
旋
回
し
て
飛
ん
で
は
、
ま
た
去
っ
て
行
っ
た
。

飛
ん
で
来
て
、

『
太
平
御
覧
』
『
太
平
広
記
』
も
『
神
仙
伝
』

（
出
）

の
こ
の
場
面
を
引
い
て
お
り
、

戸
解
を
遂
げ
た
介
象
と
「
白
鶴
」
と
の
関
係
は
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
介
象
の
影
響
を
蒙
っ
て
、
『
演
義
』
の
左
慈
に
「
白
鶴
」
が
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
宴
席
で
魚
を
釣
っ
て
見
せ
、
萄
の
生
董
を
居
な
が
ら
に
し
て
手
に
入
れ
る
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
、
も
と
は

介
象
の
も
の
で
あ
っ
た
「
白
鶴
」
ま
で
、
『
演
義
』の
左
慈
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
左
慈
の
郷
っ
た
杯
が
「
烏
」

う
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
も
、
介
象
の
「
白
鶴
」
を
よ
り
左
慈
に
近
し
い
も
の
と
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

左
慈
に
介
象
の
逸
話
を
取
り
込
ん
だ
の
が

『
演
義
』
が
得
意
と
す
る
故
意
の
転
用
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
類
似
の
逸
話
で
あ
る
が
故
の

混
乱
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
以
下
に
も
う
一
つ
、
二
人
の
伝
記
が
混
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
示
す
。

『
演
義
』
で
は
、
左
慈
は
貌
王
宮
の
宮
殿
の
池
か
ら
松
江
の
纏
を
釣
り
上
げ
て
い
る
。
『
演
義
』

の
諸
版
本
も
そ
ろ
っ
て
「
堂
下
大
池
」

グ〉

注
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「
堂
下
忽
有
一
池
水
」
と
し
て
お
り
、
大
き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
『
捜
神
記
』
「
後
漢
書
』で
は
、
左
慈
は
「
銅
盤
」
を
求
め
て
水
を
張
り
、
そ
こ
か
ら
纏
を
釣
っ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
後
の
『
初
学
記
』
や
『
太
平
御
覧
』
も
『
捜
神
記
』
を
引
い
て
い
る
が
、

そ
こ
で
も
「
銅
盤
」
か
ら
釣
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
ま
た
『
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
」
は
単
純
に
「
捜
神
記
』

（
却
）

「
銅
盤
」
で
あ
る
点
に
関
し
て
は
一
致
し
て
い
る
。

の
逸
話
を
引
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
纏
を
釣
っ
た
の
が

そ
の
人
口
池
か
ら
絡
を
釣
り
上
げ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た

（
初
）

「
神
仙
伝
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
仙
苑
編
珠
』
『
妻
文
類
取
水
』
『
太
平
御
覧
』
『
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
』
な
ど
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、

一
方
の
介
象
は
と
い
う
と
、
孫
権
の
宮
殿
の
庭
に
穴
を
作
ら
せ
て
水
を
注
ぎ
、

い
ず
れ

も
宮
殿
の
庭
の
穴
か
ら
釣
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。

（
泊
）

こ
う
し
て
見
る
と
従
来
は
、
左
慈
は
「
銅
盤
」
、
介
象
は
「
宮
殿
の
庭
の
池
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
を
、
『
演
義
」
が
混
同
し
て
い
る
こ

-55-

と
が
分
か
る
。
「
白
鶴
」
が
左
慈
の
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
の
後
押
し
を
す
る
の
に
比
べ
て
、
「
銅
盤
」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
庭
の
池
」
に
す
る
こ
と
で

い
か
ほ
ど
の
効
果
が
得
ら
れ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
改
変
の
も
た
ら
す
効
果
に
疑
問
が
も
た
れ
る
点
か
ら
も
、そ
れ
が
故
意
の
転
用
で
は

な
く
て
混
乱
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が

い
ず
れ
に
せ
よ
、
左
慈
が
介
象
の
影
を
背
負
っ
て
『
演
義
』
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

ょ
、
7
。

四

『
演
義
』
の
左
慈
は

『
捜
神
記
』
『
後
漢
書
』
系
統
と
『
神
仙
伝
』
系
統
の
双
方
の
流
れ
を
汲
ん
で
形
成
さ
れ
て
お
り
、ま
た
介
象
の
逸

(318) 

話
と
も
部
分
的
に
交
錯
し
て
い
る
。
「
演
義
』
が
直
接
『
神
仙
伝
』
な
ど
の
神
怪
を
記
す
書
を
参
照
し
た
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
介
象
の



事
績
と
の
細
部
で
の
混
同
な
ど
か
ら
、
『
神
仙
伝
』
あ
る
い
は
そ
の
逸
話
を
継
承
す
る
書
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

(317) 

左
慈
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
「
演
義
』
が
史
書
以
外
の
文
献
も
参
照
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
部
深
い
。
神
仙
に
関
し
て

も
何
ら
か
の
書
を
参
照
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
史
実
同
様
に
典
拠
の
あ
る
事
柄
を
記
そ
う
と
し
た
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し

て
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
史
実
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
出
来
る
限
り
の
虚
構
を
施
す
と
い
う
『
演
義
」
の
創
作
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

「
演
義
』
に
は
、
左
慈
以
外
に
も
曹
操
を
取
り
巻
く
方
術
の
士
が
何
人
も
登
場
す
る
。
華
位
、
管
轄
ら
は
い
ず
れ
も
正
史
に
伝
を
持
つ
が
、

『
演
義
』
の
彼
ら
の
活
躍
が
、
史
実
と
大
き
く
異
な
る
場
合
も
間
々
あ
る
。
『
演
義
』で
は
曹
操
の
死
の
直
前
に
華
佑
が
診
断
す
る
が
、
実
際

に
は
そ
れ
よ
り
十
年
以
上
前
に
華
佑
は
没
し
て
い
る
。
ま
た
管
轄
に
至
っ
て
は
活
躍
の
時
代
が
下
り
、
曹
操
と
関
わ
っ
た
形
跡
す
ら
な
い
。

そ
う
し
た
方
術
の
士
を
曹
操
の
近
辺
に
ふ
ん
だ
ん
に
描
き
こ
む
「
演
義
』
の
手
際
は
、
相
当
に
念
が
入
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ

（
犯
）

ろ
う
。
ま
た
子
吉
が
孫
策
を
呪
い
殺
す
場
面
で
も
、
立
て
続
け
に
十
数
回
も
幻
影
が
現
れ
る
な
ど
、
『
演
義
』
は
執
助
な
ま
で
の
描
写
を
施
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し
て
い
る
。
方
術
の
士
た
ち
が
、
合
理
主
義
に
徹
し
た
英
雄
た
ち
を
何
よ
り
の
好
餌
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
迷
信
を
必
ず
し
も
弊
害
と
し
な
い

民
衆
の
怨
嵯
と
噸
弄
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

注
(1 

左
慈
に
関
す
る
主
な
事
績
は
、
「
後
漢
書
』
巻
八
十
二
下
・
方
術
列
伝
、
『
捜
神
記
』
巻
一
、
『
神
仙
伝
』
巻
五
に
見
え
る
。
尚
、
本
稿
の
引

用
は
、
「
捜
神
記
』
は
『
学
津
討
原
』
に
、
『
神
仙
伝
』
は
『
増
訂
漢
貌
叢
書
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
『
三
国
志
演
義
』
に
関
し
て
は
、
嘉
靖

本
、
葉
逢
春
本
、
周
日
校
本
、
劉
龍
田
本
、
朱
鼎
臣
本
、
余
象
斗
本
、
鄭
少
垣
本
、
湯
賓
手
本
、
毛
宗
同
本
を
参
照
し
た
。

頴
川
部
倹
能
酔
穀
、
餌
伏
苓
。
甘
陵
甘
始
亦
善
行
気
、
老
有
少
容
。
虚
江
左
慈
知
補
導
之
術
。
並
潟
軍
吏
。
（
中
略
）
左
慈
到
、
又
競
受
其

補
導
之
術
、
至
寺
人
巌
峻
、
往
従
問
受
。
閤
竪
真
無
事
於
斯
術
也
、
人
之
逐
整
、
乃
至
於
是
。
（
『
三
国
志
』
貌
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
引

2 



3 

『
典
論
』
）

卒
所
以
集
之
於
貌
園
者
、
誠
恐
斯
人
之
徒
、
接
姦
完
以
欺
衆
、
行
妖
悪
以
惑
民
。
（
中
略
）
自
家
王
輿
太
子
及
余
兄
弟
戚
以
震
調
笑
、
不
信

之
失
。
（
『
三
国
志
』
親
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
引
『
弁
道
論
』
）

余
嘗
試
都
倹
絶
穀
百
日
、
射
輿
之
寝
慮
、
行
歩
起
居
自
若
也
。
（
『
三
国
志
』
貌
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
引
『
弁
道
論
』
）

昔
左
元
放
於
天
柱
山
中
精
思
、
而
神
人
授
之
金
丹
仙
経
。
舎
漢
末
乱
、
不
逗
合
作
、
而
避
地
来
渡
江
東
、
志
欲
投
名
山
以
修
斯
道
。
余
従
祖

仙
公
、
又
従
一
児
放
受
之
。
（
『
抱
朴
子
』
巻
四
）

前
田
繁
樹
氏
「
曹
操
幕
下
の
仙
者
た
ち
（
上
）
l

左
慈
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
「
中
園
古
典
研
究
』
第
三
十
七
競
、
一
九
九
三
）
。

「
抱
朴
子
」
内
篇
巻
二
。

小
南
一
郎
氏
「
「
神
仙
伝
」
｜
新
し
い
神
仙
思
想
」
（
「
中
国
の
神
話
と
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
）
。
『
抱
朴
子
」
と
『
神
仙
伝
』
に
見

え
る
左
慈
像
の
断
絶
か
ら
、
現
行
の
『
神
仙
伝
』
の
基
礎
が
直
接
葛
洪
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
少
し
時
代
が
く
だ
り
民
衆
の
伝
承

を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。

嘉
靖
本
巻
十
四
、
第
六
則
「
貌
王
宮
左
慈
榔
盃
」
、
毛
宗
山
岡
本
第
六
十
八
回
「
左
慈
榔
杯
戯
曹
操
」
。

左
慈
が
得
た
天
書
の
名
は
、
嘉
靖
本
、
周
日
校
本
、
劉
龍
田
本
、
朱
鼎
臣
本
、
毛
宗
両
本
で
は
『
遁
甲
天
書
』
と
さ
れ
て
い
る
が
、
葉
逢
春

本
は
「
地
甲
天
書
』
、
余
象
斗
本
、
鄭
少
垣
本
、
湯
賓
手
本
は
「
六
甲
天
書
』
に
作
る
。
ま
た
、
左
慈
が
天
書
を
得
る
場
面
で
、
葉
逢
春
本
、

余
象
斗
本
、
鄭
少
垣
本
、
湯
賓
手
本
に
は
「
百
徐
白
鶴
」
の
語
が
見
え
る
。
葉
逢
春
本
の
影
響
を
受
け
た
「
花
関
索
」
系
の
諸
版
本
が
「
六

甲
天
書
』
に
作
り
、
「
百
齢
白
鶴
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
天
書
は
『
天
遁
」
『
地
遁
』
『
人
遁
』
の
三
巻
か
ら
な
り
、
嘉
靖

本
、
周
日
校
本
、
毛
宗
同
本
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
葉
逢
春
本
、
劉
龍
田
本
、
朱
鼎
臣
本
、
余
象
斗
本
、
鄭
少

垣
本
、
湯
賓
手
本
は
い
ず
れ
も
『
天
遁
』
『
地
遁
』
の
内
容
を
削
除
し
、
本
来
『
人
遁
』
の
内
容
で
あ
っ
た
も
の
の
み
を
記
し
、
そ
れ
が
天

書
三
巻
の
内
容
で
あ
る
か
の
よ
う
に
簡
略
化
し
て
記
し
て
い
る
。
尚
、
『
演
義
』
の
版
本
系
統
に
関
し
て
は
、
中
川
諭
氏
『
「
三
国
志
演
義
」

版
本
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
・
一
九
九
八
）
に
詳
し
い
。

嘉
靖
本
、
葉
逢
春
本
、
劉
龍
田
本
、
朱
鼎
臣
本
は
「
白
鶴
」
と
す
る
が
、
周
日
校
本
、
余
象
斗
本
、
鄭
少
垣
本
、
湯
賓
手
本
、
毛
宗
山
岡
本
は

「
白
鳩
」
に
作
る
。

貌
王
所
集
方
士
名
、
上
黛
王
真
、
臨
西
封
君
達
、
甘
陵
甘
始
、
魯
女
生
、
議
園
華
佑
字
元
化
、
東
郭
延
年
、
唐
雲
、
冷
害
光
、
河
南
卜
式
、
(316) 

5 4 
(6
) 

(7
) 

(8
) 
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（
日
）

(H
) 

（
日
）

（
日
）

（
口
）

張
詔
、
前
子
訓
、
汝
南
費
長
房
、
鮮
奴
車
、
貌
園
軍
吏
河
南
越
聖
卿
、
陽
城
部
倹
字
孟
節
、
庫
江
左
慈
字
元
放
、
右
十
六
人
魂
文
帝
、
東
阿

王
、
伸
長
統
所
説
、
皆
能
断
穀
不
食
、
分
形
隠
没
、
出
入
不
由
門
戸
。
左
慈
饗
形
、
幻
人
視
聴
、
厭
刻
鬼
魅
、
皆
此
類
也
。
（
『
博
物
志
』
巻

五
）

貌
曹
公
開
而
召
之
閉
一
石
室
中
、
使
人
守
視
断
穀
期
年
、
乃
出
之
、
顔
色
如
故
。
（
『
神
仙
伝
』
巻
五
）

夫
人
不
食
七
日
則
死
。
（
『
三
国
志
』
貌
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
引
『
弁
道
論
』
）

嘉
靖
本
巻
六
、
第
七
則
「
孫
策
怒
斬
子
神
仙
」
、
毛
宗
同
本
第
二
十
九
回
「
小
覇
王
怒
斬
子
吉
」
。

七
月
七
日
夜
漏
七
刻
、
王
母
乗
紫
雲
車
而
至
於
殿
西
、
南
面
東
向
、
頭
上
戴
七
種
、
青
気
欝
々
如
雲
。
（
『
博
物
志
』
巻
八
）

嘗
在
曹
公
座
、
公
笑
顧
衆
賓
日
、
今
日
高
舎
、
珍
差
零
備
、
所
少
者
呉
松
江
艦
魚
矯
謄
。
放
云
此
易
得
耳
。
因
求
銅
盤
貯
水
、
以
竹
竿
餌
、

釣
子
盤
中
。
須
央
引
一
一
鑑
魚
出
。
公
大
樹
掌
、
曾
者
皆
驚
。
公
日
、
一
魚
不
周
坐
客
、
得
雨
馬
佳
。
放
乃
復
餌
釣
之
、
須
央
引
出
、
皆
三
尺

徐
生
鮮
可
愛
。
公
便
自
前
謄
之
、
周
賜
座
席
。
公
日
、
今
既
得
纏
恨
無
萄
中
生
董
耳
。
放
日
、
亦
可
得
也
。
公
恐
其
近
道
買
、
因
日
、
吾
昔

使
人
至
萄
買
錦
、
可
救
人
告
吾
使
使
増
市
二
端
。
人
去
須
央
還
得
生
華
、
又
云
、
於
錦
瞳
下
見
公
使
己
勅
増
市
二
端
。
後
経
歳
齢
公
使
還
、

果
増
二
端
。
問
之
、
云
、
昔
某
月
某
日
見
人
於
障
下
以
公
勅
勅
之
。
（
『
捜
神
記
』
巻
二

日
、
今
骨
回
遠
噴
、
乞
分
杯
飲
酒
。
公
日
善
。
是
時
天
寒
、
温
酒
尚
熱
。
慈
抜
道
替
以
擦
酒
、
須
央
道
箸
都
墨
、
如
人
磨
墨
。
初
公
開
慈
求
分

杯
飲
酒
、
謂
嘗
使
公
先
飲
以
輿
慈
耳
。
而
抜
道
箸
以
董
杯
酒
中
断
、
其
間
相
去
数
す
。
即
飲
半
、
半
輿
公
、
公
不
善
之
、
未
即
潟
飲
、
慈
乞

蓋
自
飲
之
。
飲
畢
以
杯
榔
屋
棟
、
杯
懸
揺
動
、
似
飛
鳥
怖
仰
之
状
、
若
欲
落
而
不
落
、
奉
坐
莫
不
視
杯
。
良
久
乃
墜
、
既
而
巳
失
慈
失
。

（
『
神
仙
伝
』
巻
五
）

嘉
靖
本
は
「
砂
一
目
、
肢
一
足
、
白
藤
冠
、
青
慨
衣
、
穿
木
履
先
生
」
と
記
す
。
左
慈
の
風
貌
に
つ
い
て
は
、
版
本
間
で
大
き
な
異
同
は
な

砂
一
目
、
着
青
葛
巾
、
青
車
衣
。
（
『
神
仙
伝
』
巻
五
）

慈
在
馬
前
、
着
木
履
、
桂
一
竹
杖
、
徐
徐
而
行
。
（
『
神
仙
伝
』
巻
五
）

『
北
堂
書
紗
』
巻
百
二
十
一
二
、
巻
百
三
十
六
、
「
仙
苑
編
珠
』
上
巻
。

『
雲
笈
七
銭
』
巻
八
十
五
、
『
三
洞
葦
仙
録
』
巻
二
十
、
『
太
平
御
覧
』
巻
百
八
十
七
、
巻
七
百
五
十
九
、
『
太
平
広
記
』
巻
十
一
、
『
歴
世
真

仙
体
道
通
鑑
』
巻
十
五
。
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陳
謝
華
氏
「
三
国
故
事
劇
考
略
」
（
「
三
国
演
義
叢
考
」
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
）
は
、
宝
文
堂
書
目
に
見
え
る
、
「
志
登
仙
左
慈
飛

杯
」
と
題
さ
れ
た
無
名
氏
の
戯
曲
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
す
で
に
散
侠
し
て
お
り
、
榔
っ
た
杯
が
鶴
に
化
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と

す
る
。

王
子
喬
、
篇
史
は
『
列
仙
伝
」
巻
上
、
蘇
仙
公
は
『
神
仙
伝
』
巻
九
に
見
え
る
。

呉
主
輿
論
謄
魚
何
者
最
美
、
象
目
、
鱗
魚
槍
馬
上
。
呉
、
王
日
、
論
近
道
魚
耳
、
此
出
海
中
、
安
可
得
邪
。
象
目
、
可
得
。
乃
令
人
殿
庭
中
作

方
吹
、
汲
水
漏
之
、
並
求
鈎
。
象
起
餌
之
、
垂
倫
於
吹
、
須
央
果
得
鱗
魚
。
呉
主
驚
喜
、
問
象
可
食
不
。
象
目
、
故
篤
陛
下
取
作
生
謄
、
安

敢
取
不
可
食
之
物
。
乃
使
厨
下
切
之
。
呉
主
目
、
開
局
使
来
、
得
萄
蔓
作
墾
甚
好
、
恨
爾
時
無
此
。
象
日
、
萄
蔓
宣
不
易
得
、
願
差
所
使
者

可
付
直
。
呉
主
指
左
右
一
人
以
銭
五
十
付
之
。
象
書
一
符
以
著
青
竹
杖
中
、
使
行
人
閉
目
騎
杖
、
杖
止
便
買
華
、
詑
復
関
目
。
此
人
承
言
騎

杖
須
央
止
、
巳
至
成
都
不
知
是
何
慮
。
間
人
知
是
萄
市
、
乃
買
蔓
。
子
時
呉
使
張
温
先
生
在
萄
、
既
於
市
中
相
識
甚
驚
。
便
作
書
寄
其
家
。

此
人
買
蔓
畢
、
捉
書
負
華
、
騎
杖
閉
目
、
須
央
巳
還
呉
、
厨
下
切
槍
適
了
。
（
『
神
仙
伝
」
巻
九
）

帝
思
之
輿
立
廟
、
時
時
弱
往
祭
之
、
常
有
白
鶴
来
集
座
上
、
遅
廻
復
去
。
（
『
神
仙
伝
』
巻
九
）

「
太
平
御
覧
」
巻
九
百
十
六
、
「
太
平
広
記
』
巻
十
三
。
『
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
』
巻
十
五
で
は
「
白
鶴
」
を
「
白
鵠
」
に
作
る
。

「
初
学
記
』
巻
二
十
二
、
「
太
平
御
覧
』
巻
八
百
六
十
二
、
「
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
』
巻
十
五
。

『
仙
苑
編
珠
」
巻
上
、
「
喜
文
類
衆
』
巻
九
十
六
、
「
太
平
御
覧
」
巻
九
百
三
十
七
、
巻
九
百
七
十
七
、
『
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
」
巻
十
五
。

宴
席
で
の
釣
り
と
萄
の
生
董
に
関
し
て
、
『
義
文
類
取
水
』
は
介
象
の
話
の
み
を
載
せ
、
左
慈
の
話
は
記
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
太
平
広
記
』

の
巻
十
一
「
左
慈
」
と
巻
十
三
「
介
象
」
は
、
ど
ち
ら
も
こ
の
話
に
触
れ
て
い
な
い
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
な
き
れ
た
取
捨
で
あ
ろ
う

，
刀『

三
国
志
』
貌
書
巻
二
十
九
・
方
技
伝
の
華
佑
伝
に
、
愛
息
曹
沖
が
病
に
擢
っ
た
際
、
華
佑
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
曹
操
が
悔
や
ん
だ

旨
が
見
え
る
。
曹
沖
は
建
安
十
三
（
二
O
八
）
年
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
華
佑
の
死
は
そ
れ
以
前
と
な
る
。
史
実
で
は
、
華
佑
を
殺
さ
ぬ
よ

う
萄
惑
が
諌
め
て
い
る
が
、
「
演
義
』
で
は
華
佑
の
死
が
萄
或
の
没
後
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
買
調
に
諌
言
さ
せ
る
よ
う
改
変

し
て
い
る
。
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