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『
百
物
語
評
判
』
の
意
義

太

　

刀

　

州

江
戸
時
代
の
怪
談
の
流
行
を
裏
づ
け
る
も
の
に
、
排
惑
物
と
も
い
う
べ
き
、
こ
れ
が
妄
を
排

じ
、
世
人
の
感
を
解
こ
う
と
す
る
l
群
の
作
品
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
怪
談
排
妄
録
』
（
寛
政

十
二
年
刊
）
　
『
古
今
妨
惑
実
物
語
』
（
宝
暦
元
年
刊
）
と
い
っ
た
額
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
種

（注1）

の
先
縦
を
貞
享
三
年
刊
行
の
『
官
物
悪
評
判
』
に
も
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

い
う
と
こ
ろ
必
ず
し
も
誤
り
は
な
い
に
し
て
も
、
『
官
物
語
評
判
』
に
は
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
排

感
の
意
も
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
世
間
に
流
行
す
る
怪
談
に
対
し
て
横
に
出
よ
う
と
す
る
意

図
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
後
世
に
な
っ
て
怪
異
の
現
実
的
解
釈
か
ら
、
そ
の
評
判
の
意
義
が

「
妨
惑
」
と
い
う
語
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
仮
名
草
子
の
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、

世
間
の
風
説
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
排
感
の
必
要
性
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
百
物
語
評
判
』
は

あ
く
ま
で
も
世
間
で
蜂
す
る
怪
説
異
聞
を
評
判
す
る
こ
と
で
あ
り
、
怪
異
の
実
態
を
解
明
す
る

と
い
う
啓
蒙
精
神
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
山
岡
元
隣
（
寛
永
八
年
1
寛
文
十
二
年
）
が
当
時
代
の
怪
異
の
実
態
を
明
か
に
す
る

に
、
育
物
語
の
形
態
を
採
？
た
の
は
き
わ
め
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
巻
に
盲
物
語
怪
談
会

が
流
行
し
、
『
諸
国
百
物
語
』
（
延
宝
玉
年
刊
）
を
は
じ
め
と
す
る
怪
談
会
に
ち
な
む
怪
異
小
説

が
出
廻
あ
る
中
で
、
百
物
語
転
こ
と
よ
せ
て
怪
異
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て

人
々
の
怪
異
の
関
心
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
た
ば
か
り
で
な
く
通
俗
的

な
意
味
で
こ
れ
に
ま
さ
る
啓
蒙
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
元
隣
の
雷
の
説
明
を

聞
い
て
そ
の
場
の
人
々
が
、
「
此
の
説
を
承
り
て
、
少
し
怖
る
ゝ
心
止
み
候
ひ
ぬ
（
巻
l
の
八
）

と
安
堵
す
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

首
物
語
を
名
告
る
か
ら
に
は
例
に
よ
っ
て
怪
談
会
の
記
述
が
あ
る
。

過
ぎ
に
し
頃
六
条
辺
に
、
而
憶
斉
先
生
と
て
和
漢
の
達
者
、
儒
仏
兼
学
の
老
人
あ
り
、
所
謂

天
地
山
川
教
権
古
往
今
来
の
寮
に
会
通
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
或
ク
碁
の
雨
さ
へ
降
り
、

物
し
め
や
か
な
る
折
ふ
し
、
先
生
を
訪
ら
ひ
け
る
に
は
や
四
辺
の
好
人
二
三
人
集
ま
り
て
、

世
の
不
思
議
に
恐
ろ
し
き
事
の
首
物
語
を
始
め
け
れ
は
、
先
生
其
の
l
つ
一
つ
に
唐
の
倭
の

例
を
引
き
評
判
し
給
ふ
。
其
の
道
理
細
や
か
に
し
て
、
事
実
に
洩
る
る
事
な
し
。
未
だ
百
に

も
満
た
ざ
れ
ど
も
、
夜
も
更
け
け
れ
ば
又
の
夜
と
云
ひ
て
止
み
ぬ
。

『
冒
物
語
評
判
』
の
序
文
の
前
半
で
あ
る
。
両
性
斉
先
生
は
い
う
ま
で
も
な
く
元
隣
で
あ
り
、

い
わ
れ
る
通
り
の
学
殖
豊
か
な
当
時
代
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
を

『
官
物
悪
評
判
』
と
命
名
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
の
も
元
隣
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の

こ
の
事
に
寄
せ
る
期
待
の
大
き
さ
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
事
の
刊
行
を
企
て
た
者
は
、
そ
の
元
隣
で
は
な
く
後
人
で
あ
っ
た
。
序
文
は
つ

づ
い
て
、僕

も
其
の
座
に
列
な
り
て
、
聞
き
覚
え
し
事
を
書
き
つ
け
。
頃
日
肯
反
唯
の
中
よ
り
取
り

出
し
て
、
か
い
や
り
捨
つ
べ
か
り
し
を
、
先
生
の
妨
論
な
れ
ば
、
人
の
求
め
に
随
ひ
て
梓
に

彫
め
侍
る
。
若
し
理
の
背
け
る
あ
ら
は
、
や
つ
が
れ
が
記
し
誤
れ
る
に
て
、
先
生
の
罪
に
あ

ら
ず
、
見
る
人
許
し
給
へ
と
云
ふ
。
　
　
や
つ
が
れ

こ
の
番
の
刊
行
は
兵
事
三
年
六
月
で
あ
っ
た
。
僕
と
は
誰
で
あ
っ
た
か
。
元
隣
宅
の
こ
の
百

物
語
転
参
加
し
た
l
人
で
あ
る
が
不
恥
で
あ
る
。
近
代
日
本
文
学
大
系
「
怪
異
小
説
集
」
の
解

贋
者
（
笹
川
懲
郎
氏
）
は
、
版
元
の
京
都
堀
川
通
酉
書
水
町
梶
川
常
政
、
植
木
町
通
福
島
町
杉
原

正
範
の
二
人
を
、
い
ず
れ
も
山
岡
元
隣
の
門
人
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
う
す
れ
ば
そ
の
う
ち
の
一

人
で
あ
っ
た
か
。
し
か
し
そ
の
確
証
は
な
い
。
と
に
か
く
元
隣
没
後
十
四
年
目
の
刊
行
で
あ
っ

た
。
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
駿
文
に
よ
る
と
、
元
隣
が
編
纂
半
ば
に
し
て
病
没
し
た

の
で
、
そ
の
志
を
継
い
で
、
長
子
某
が
補
剤
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
誠
に
は
而
憶

斉
の
外
に
、
和
漢
の
達
者
あ
り
て
評
判
を
加
へ
な
が
ら
、
名
か
く
し
侍
る
も
の
の
や
う
に
思
は

れ
俵
は
い
か
に
」
と
い
う
周
囲
の
問
い
に
対
し
て
『
葉
問
』
や
『
荘
子
』
の
場
合
同
様
に
後
人

の
加
筆
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、

而
偲
斉
の
長
子
何
が
し
博
識
治
閲
に
て
、
父
の
才
徳
に
も
越
え
た
り
。
過
ぎ
つ
る
頃
此
の

巻
を
予
に
示
し
て
云
く
、
乃
ち
翁
此
の
事
を
窮
み
な
ん
と
て
、
中
半
に
し
て
身
ま
か
り
き
。

い
ざ
と
よ
父
の
志
を
な
し
て
ん
や
と
云
ひ
け
れ
ば
、
予
聞
い
て
、
あ
な
貿
よ
く
も
知
ら
せ
給

ひ
し
物
か
な
と
て
疎
き
を
補
ひ
、
乾
き
を
除
き
、
日
あ
ら
で
此
の
ふ
み
な
り
ぬ
。
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こ
の
政
文
を
記
す
も
の
も
ま
た
例
の
僕
と
名
の
る
者
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
長
子
某
は
元

隣
の
子
元
憩
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
『
誹
家
大
系
囲
』
に
よ
る
と
元
恋
は
「
山
岡
氏
、
元
隣
従

弟
、
名
字
詳
ナ
ラ
ズ
、
京
師
ノ
住
、
家
書
統
俳
譜
仕
様
ア
リ
、
寛
文
延
宝
中
ノ
人
」
と
あ
っ
て

そ
の
人
で
は
な
い
ら
し
い
が
『
諸
国
独
吟
集
』
（
寛
文
十
二
年
）
　
の
季
吟
の
序
、
元
恕
の
故

に
よ
っ
て
、
元
恋
が
元
隣
の
子
息
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
元
恕
の
加
筆
部

分
が
ど
こ
で
あ
る
か
明
か
で
な
い
。
そ
れ
は
「
評
判
の
う
ち
に
、
近
頃
の
例
を
も
引
き
用
い
ら

れ
ぬ
る
事
侍
れ
ば
、
故
事
遅
れ
評
判
さ
き
だ
ち
、
何
と
や
ら
ん
つ
い
で
物
ぐ
る
ほ
し
」
と
政
文

が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
思
う
に
巻
五
「
痘
の
神
疫
病
の
神
付
薪
頗
乙
の
字
の
事
」
は

そ
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
近
頃
家
々
に
肘
斬
薪
乙
と
い
ふ
字
を
張
り
し
」
以
下
は
『
群
談

採
余
』
の
故
事
を
ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
薪
薪
乙
の
守
り
札
が
天
和
貞
事
の
こ
ろ
の
こ

と
で
あ
る
確
証
が
侠
た
れ
る
。

元
隣
の
評
判
に
先
立
っ
て
『
冒
物
語
評
判
』
の
成
立
に
つ
い
て
若
干
の
考
証
を
試
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
十
四
年
を
経
た
後
日
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は

り
天
和
貞
事
時
代
の
怪
異
小
説
の
流
行
を
背
景
に
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
天
和
三

年
に
は
『
新
御
伽
蝉
子
』
が
、
貞
享
二
年
に
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
『
宗
祇
諸
国
物
語
』

の
出
版
が
あ
り
、
『
官
物
語
評
判
』
刊
行
の
貞
享
三
年
に
は
『
浅
草
拾
遺
物
語
』
が
、
さ
ら
に

翌
四
年
に
は
『
御
伽
比
丘
尼
』
と
『
奇
異
雑
談
集
』
が
出
る
の
で
あ
る
。
殊
に
『
奇
異
雑
談
集
』

な
ど
古
く
行
わ
れ
た
写
本
の
怪
談
集
が
こ
こ
で
改
め
て
版
行
さ
れ
る
な
ど
怪
談
の
流
行
の
徴
を

み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
怪
談
の
流
行
は
怪
異
の
数
を
い
や
が
う
え
に
も
増
す
。
そ
れ
が
ま
た
怪
異
に
対
す

る
議
論
を
誘
発
し
て
人
々
の
関
心
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
浮
世
草
子
時
代
の
現
実
肯
定
の

精
神
は
怪
説
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
百
物
語
を

素
直
に
享
受
出
来
た
く
た
っ
た
の
も
そ
う
な
れ
ば
、
西
鶴
が
「
人
は
化
物
世
に
な
い
も
の
は
な

し
」
　
（
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
序
）
と
怪
異
を
椰
捻
す
る
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
、
そ
う
し
た
時

代
な
れ
は
こ
そ
百
物
語
評
判
で
「
其
の
珍
ら
し
き
に
付
て
、
或
は
化
物
と
名
付
け
て
不
思
議
と

云
へ
り
。
世
界
に
不
思
誘
な
し
、
世
界
皆
不
思
議
な
り
」
　
（
巻
四
、
「
酉
寺
町
基
の
燃
え
し

事
」
）
と
喝
破
し
た
り
、
巻
五
の
「
而
偲
斉
化
物
も
の
か
た
り
の
事
」
で
「
人
は
化
物
」
　
の
具

体
的
な
物
語
を
す
る
な
ど
し
て
い
た
元
隣
の
物
言
い
が
、
怪
談
の
流
行
を
素
直
に
う
け
と
れ
な

か
っ
た
浮
世
草
子
時
代
の
知
識
人
の
物
言
い
と
し
て
い
ま
こ
こ
に
蘇
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

『
官
物
悪
評
判
』
に
は
、
そ
う
し
た
怪
談
流
行
に
対
す
る
物
言
い
が
啓
蒙
精
神
と
裏
腹
に
歴
然

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
妨
惑
」
と
解
せ
ば
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
う
解

し
た
の
で
『
選
択
古
書
解
題
』
で
あ
っ
た
。

二

『
首
物
語
評
判
』
の
も
と
づ
く
百
物
語
は
、
互
に
怪
事
を
語
り
あ
う
い
わ
ゆ
る
百
物
語
怪
談

会
で
は
な
い
。
怪
事
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
元
隣
が
「
唐
や
倭
の
例
を
引
き
評
判
」
す
る
変
則
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
要
は
そ
こ
で
見
せ
た
元
隣
の
学
殖
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
代
知
識
人

の
一
人
の
も
の
で
あ
る
か
ら
興
味
深
い
。

元
隣
の
引
証
し
た
和
漢
の
怪
事
を
あ
げ
な
が
ら
、
評
判
の
結
論
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
で

あ
る
。

怪

　

　

　

事

評

　

　

　

　

判

引

　

証

　

事

　

項

○
鎌
劫

○
擁
姐
首

○
鬼

山
谷
の
鬼
魅
の
な
す
業
な
る

べし。
多
く
南
蛮
の
中
に
侍
る
べ

LD陽
の
所
為
を
神
と
言
ひ
、
陰

の
な
す
所
を
鬼
と
い
う
。
愚

痴
倭
人
の
ひ
が
み
曲
れ
る
魂

を
鬼
と
い
ふ
。

大
木
の
精
に
し
て
、
即
ち
木

の
生
火
の
理
な
り
。

生
塀
に
あ
ら
ず
。
空
谷
聾
の

心
な
る
べ
し
。
草
木
の
精
を

こ
だ
ま
と
申
す
べ
し

愚
か
な
る
人
に
腺
病
風
の
吹

き
添
え
て
、
憫
盛
と
歩
け
る

夜
道
に
気
の
前
よ
り
生
ず
る

処
の
影
法
師
な
り
。

待
遇
す
べ
き
人
の
我
を
も
て

な
さ
ぬ
を
腹
立
て
心
に
か
け

詞
に
云
ひ
出
す
処
是
則
ち
犬

神
な
り

雷
は
陰
陽
相
迫
る
声
な
り
。

「
捜
神
記
」
・
「
開
天
過

事
」
　
二
次
仁
傑
）
　
「
幽

冥録」「荘子」
（轟毒）

「
周
易
」
・
「
国
史
補
」

「
性
理
大
全
」
・
「
医
書
」

「
博
物
意
」
・
「
捜
神

託
」
、
「
畷
耕
銀
」
（
南
蛮

紀行）（
芥
川
の
鬼
）

（
黒
塚
の
鬼
）
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巻
三
12

○
狐

○
狸

有
馬
山
の
地
獄

谷
・
座
頭
石

箱
根
の
地
獄

○
産
女

○
幽
霊

○
垢
舐

雪
隈
の
化
物

松
童
子

道
陸
神

天
狗

銭
神

狐
に
変
化
す
る
術
あ
り
。

狐
の
如
く
寄
妙
な
る
事
は
な

け
れ
ど
も
、
化
く
る
事
は
を

さ
を
さ
劣
ら
ず
。

硫
黄
の
気
に
よ
り
て
其
の
穴

へ
入
り
た
る
虫
の
た
ぐ
ひ
死

す
る
な
る
ペ
し
。
座
頭
石
は

走
れ
た
ま
た
ま
其
の
石
の
人

形
に
似
た
る
も
の
を
も
っ
て

名
づ
け
る
べ
し
。

人
の
気
の
前
に
見
る
幻
容
な

る
べ
し
。

此
の
物
な
き
に
あ
ら
じ
。
生

ま
る
と
こ
ろ
の
気
産
婦
な
れ

ば
鳥
と
な
り
て
も
其
の
わ
ざ

を
な
せ
る
。

気
の
滞
り
或
は
形
を
な
し
、

又
声
を
生
ず
る
物
を
幽
霊

と
い
ふ
。

塵
垢
の
気
の
横
れ
る
所
よ
り

化
生
し
出
づ
る
も
の
な
り
。

不
浄
の
気
の
積
れ
る
所
の
霊

た
る
べ
し
。

年
久
し
き
も
の
な
る
故
童
子

に
な
り
け
る
。

弔
は
る
べ
き
子
孫
も
な
き
亡

者
の
妄
念
に
よ
り
て
、
天
地

の
間
に
流
転
せ
る
亡
霊
な
り

深
山
幽
谷
に
住
む
膚
魅
の
類

な
り
。

世
界
の
銭
の
精
、
空
中
に
た

な
び
く
物
な
り
け
ら
し
。
何

に
て
も
其
物
集
ま
れ
ば
其
精

（
奨
光
）
（
菅
丞
相
）

「
来
史
」
（
欽
若
）
　
（
信

田
妻
）
（
百
丈
禅
師
）

「
皇
明
通
紀
」
（
那
智
）

「
古
今
著
聞
集
」
　
（
斉
藤

左
衝
門
助
康
）

唐
土
の
地
理
の
書
。
（
望

共石）〓
統
史
」
・
「
湖
広
総

意
」
・
「
文
公
小
学
」
・
（
司

馬
温
公
）
「
文
中
記
」
・
「
本

草
綱
目
」

「
左
伝
」
　
（
診
生
）
∴
平

将
門
）（

李
景
）
　
「
李
赤
伝
」

（李赤）
（智通）

「
左
伝
」
・
「
袖
中
抄
」
・

（
貫
之
）
「
古
今
集
」
の
序

「
史
記
天
官
奮
」
　
「
天
文

史
」
・
「
古
今
著
聞
集
」

「
円
鉛
総
録
」
　
（
省
隋
）

2345

油
盗
人

○
育
鷲

○
括
ま
た

摂
津
稲
野
の
小
笹

○
河
太
郎

○
野
余

泉
の
怪

○
鶴

鬼
門

必
ず
生
ず
。

窮
鬼
と
い
っ
て
天
運
に
よ

る。深
山
幽
谷
の
鬼
魅
の
精
た
る

べ
し
。
其
の
あ
つ
ま
る
所
に

て
は
鬼
魅
の
稗
塞
あ
る
ま
じ

き
に
あ
ら
ず
。

人
の
怨
霊
と
同
様
油
盗
人
も

あ
る
ま
じ
き
に
あ
ら
ず
。
光

る
物
は
育
鷲
。

猫
魔
の
略
で
、
猫
の
経
あ
が

り
た
る
名
な
り
。
陰
獣
た
し

て
虎
と
塀
せ
り

愚
か
な
る
心
故
、
自
ら
其
詞

に
ひ
か
さ
れ
て
血
あ
が
り
気

狂
ふ
事
あ
る
べ
し
。

河
轍
の
却
を
経
た
る
な
る
べ

し
0魔

の
事
な
り
。

典
は
化
鳥
の
最
上
に
し
て
其

の
徳
さ
が
な
き
も
の
な
り
。

深
山
幽
谷
に
住
め
る
化
鳥
な

り
。
い
か
さ
ま
に
も
妖
怪
を

為
す
物
な
ら
し
。

東
北
の
方
を
忌
む
べ
き
義
覚

束
な
し
。
芳
し
方
向
を
以
て

云
は
は
乾
の
方
は
忌
み
ぬ

べし。
物
多
く
積
れ
ば
、
共
の
中
に

生
類
を
生
じ
侍
る
な
り
。
雪

も
陰
女
も
陰
な
れ
ば
な
る
べ

し。夜
見
え
陰
火
な
れ
ば
な
る
べ

し
0

「
肯
今
著
聞
集
」
　
（
劉
教

法
印
）（

具
隈
之
）

「
太
平
広
記
」
　
（
丁
初
）

「
本
草
綱
目
」
　
「
万
葉

集」
（貿誼）

「
太
平
記
」
・
（
源
三
位
板

政
）
「
徒
然
草
」

「
神
輿
経
」
　
（
武
王
）
一

（
韓
退
之
）
（
茫
文
正
公
）

（l休）
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○
舟
幽
霊

○
姥
が
火

雨
師
・
風
伯

龍
宮
・
河
伯

仙
術
・
幻
術

水
中
の
陰
火
と
て
l
通
り
有

る
物
な
り
。

溺
れ
死
せ
し
人
の
魂
い
か
に

も
火
と
見
え
形
も
現
ほ
れ
侍

る
べ
し
。

地
の
陰
気
は
昇
り
て
雲
と
な

り
、
陽
気
は
降
り
て
雨
と
な

れ
ば
元
よ
り
陰
陽
の
な
す
所

に
し
て
外
に
司
る
鬼
神
も
有

る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

石
の
化
け
た
る
に
あ
ら
ず
黄

石
公
と
申
せ
し
人
。

共
に
あ
る
べ
し
。
其
の
根
ざ

し
は
胎
毒
な
れ
ど
も
、
其
の

誘
ふ
物
は
時
の
気
な
り
。
そ

の
集
ま
れ
る
処
刺
を
鬼
神
あ

h
ソ
0

此
事
あ
る
ペ
し
。
蜘
助
は
小

さ
き
虫
な
れ
ど
も
智
の
怖
し

き
物
な
り
。

殺
生
を
好
め
る
も
の
は
、
天

地
の
心
元
物
を
生
ず
る
事
を

好
み
給
ふ
に
背
け
ば
、
何
ぞ

報
い
も
な
か
ら
ざ
ら
ん
。

山
神
水
神
龍
王
の
頬
何
れ
も

有
る
べ
し
。
其
の
さ
ま
人
間

の
や
う
に
云
ひ
、
住
所
も
官

茎
の
や
う
に
作
り
為
せ
る
は

ひ
が
事
な
り
。

仙
道
に
て
も
幻
術
に
て
も
さ

ま
ざ
ま
よ
く
得
た
る
老
あ

り
。
人
を
欺
く
時
は
必
ず
害

に
あ
ふ
。
愚
意
事
実
に
あ
ら

ず人
の
寝
入
り
た
る
時
は
五
臓

（王守乙）

（
梁
の
武
帝
）
　
「
古
今
著

聞
集
」（

俵
藤
太
）
　
「
朱
子
語

類
」
　
（
張
横
渠
）
・
「
荘

子
」
の
寓
言
・
「
酉
陽
雑

姐」
（
除
福
）
　
「
ニ
程
全
書
」

（賛石公）

「
医
書
」
・
「
群
談
採

余」 （仁光坊）

「
帝
王
世
紀
」
（
湯
王
）
・

「
貞
親
政
要
」
　
（
太
宗
）

六
腑
の
司
る
処
々
何
れ
も
其

の
能
止
む
と
い
ヘ
ビ
、
衷
心

の
主
人
は
寝
入
ら
ず
、
故
に

思
ふ
処
の
事
あ
れ
ば
、
起
き

た
る
後
思
い
出
し
て
、
是
を

夢
と
い
ふ
な
り
。

「異聞録」

と
り
あ
げ
た
怪
事
を
見
て
当
代
の
人
々
の
関
心
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ま
た
怪
談
会
や
怪
異
小
説
を
靡
し
て
来
た
数
々
の
怪
事
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
元
隣
は
決
し
て
従
来
の
怪
異
小
説
に
見
ら
れ
る
理
論
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
採
る
べ
き
も
の
は
採
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
巻
l
の
「
鎌
励
」
が
「
都
万
の
人
ま
た
は

名
字
あ
る
侍
に
、
此
の
妊
あ
う
た
る
薯
な
き
は
、
邪
気
の
正
気
に
勝
た
ぎ
る
理
な
べ
し
」
と
い

う
の
は
『
伽
妹
子
』
巻
十
の
「
鎌
腱
」
で
「
そ
れ
も
名
字
正
し
き
侍
に
は
当
ら
ず
、
た
だ
俗
姓

卑
し
き
者
は
、
仮
令
富
貴
な
る
も
こ
れ
に
あ
て
ら
る
と
云
ふ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
拠
り
、
巻
二

の
「
産
女
の
事
」
で
「
先
づ
う
ぷ
め
と
申
す
は
、
唐
土
に
も
姑
猿
島
又
は
夜
行
遊
女
な
ど
と
云

へ
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
『
本
草
綱
目
』
や
『
玄
中
記
』
の
記
事
を
も
っ
て
説
明
す
る
の
は

『
奇
異
雑
談
』
下
の
「
産
女
の
由
来
の
事
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
巻
四
の
「
雪
女
」
で
「
物
多

く
暦
れ
ば
必
ず
其
の
中
に
生
叛
を
生
じ
侍
る
な
り
」
と
い
う
の
は
、
「
表
れ
雪
の
精
霊
、
俗
に

雪
女
と
い
ふ
も
の
な
る
べ
し
。
か
か
る
大
雪
の
年
は
稀
に
現
は
る
」
と
い
う
の
は
元
隣
没
後
の

も
の
で
あ
る
が
『
宗
祇
諸
国
物
語
』
（
貞
享
二
年
刊
）
巻
玉
の
「
化
女
苦
し
陳
夜
の
雪
」
と
同
趣

の
説
明
で
あ
る
。

そ
う
し
た
元
隣
の
評
判
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
そ
の
怪
事
が
な
お
l
層
確
か

な
も
の
と
し
て
後
世
に
是
認
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
こ
の
評
判
が
そ
の
ま
ま
怪
異
小
説
の
素
材

と
し
て
採
ら
れ
、
そ
の
作
者
の
幽
霊
静
や
鬼
神
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ

（注2）
り
、
さ
ら
に
は
安
永
五
年
に
出
た
鳥
山
石
燕
の
『
青
鬼
夜
行
』
の
怪
異
図
録
ま
で
が
『
首
物
語

評
判
』
の
記
述
を
も
と
に
し
て
い
た
こ
と
で
も
分
明
で
あ
る
。

三

『
官
物
語
評
判
』
に
収
め
ら
れ
た
怪
事
で
石
燕
の
『
首
鬼
夜
行
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
先
の

一
覧
表
の
怪
事
の
項
に
○
印
を
を
付
し
て
示
し
た
が
二
十
二
項
目
に
も
及
ぶ
。
『
首
鬼
夜
行
』

で
は
怪
事
が
囲
示
さ
れ
る
だ
け
で
多
く
の
も
の
に
は
説
明
は
な
い
（
統
簾
に
は
説
明
の
記
述
あ

り
）
が
、
説
明
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
み
て
も
冒
物
語
評
判
』
に
遡
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が

多
い
の
で
あ
る
。
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『
百
鬼
夜
行
』

育
鷺
火

青
鷺
の
年
を
経
し
は
夜
飛
と
き
は
か
な
ら
ず

其
羽
ひ
か
る
も
の
也
。
目
の
光
に
映
じ
紫
と

が
り
て
す
さ
ま
じ
き
と
也
。

舟
幽
霊

西
国
ま
た
は
北
国
に
て
も
海
上
の
風
は
げ
し

く
浪
た
か
き
と
き
は
波
の
上
に
人
の
か
た
も

の
も
の
お
は
く
あ
ら
ほ
れ
底
な
き
柄
杓
に
て

水
を
汲
事
あ
り
。
こ
れ
を
舟
幽
霊
と
い
ふ
。

こ
れ
は
と
わ
た
る
舟
の
栂
を
た
え
て
ゆ
く
え

も
し
ら
ぬ
魂
塊
の
残
り
し
な
る
べ
し
。

鶉鶴
は
深
山
に
す
め
る
化
鳥
な
り
。
源
三
位
妖

政
頭
は
猿
足
手
は
虎
尾
は
く
ち
な
は
の
ご
と

き
異
物
を
射
お
と
せ
し
に
な
く
声
の
鶴
に
似

た
れ
ば
と
て
ね
え
と
名
づ
け
し
な
ら
ん
。

辞
以
其
天

広
有
い
つ
ま
で
′
く
＼
と
聴
く
怪
鳥
を
射
し
事

太
平
記
に
委
し
。

野
桑

野
余
は
舵
の
事
な
り
。
形
編
晦
に
以
て
毛
生

ひ
て
勉
も
即
肉
な
り
。
四
の
足
あ
れ
ど
も
短

く
爪
長
く
し
て
木
の
実
を
も
喚
ひ
又
は
火
焔

を
も
く
へ
り
。

彰
侯

千
歳
の
木
に
は
精
あ
り
。
状
県
狗
の
ど
と

し
。
尾
な
し
。
両
人
に
似
た
り
。
又
山
彦
と

は
別
な
り
。

『
百
物
語
評
判
』

育
鷺
の
年
を
経
し
は
、
夜
飛
ぶ
と
き
は
必
ず

其
の
羽
光
り
候
故
、
目
の
光
と
相
応
じ
、
啄

尖
り
て
す
さ
ま
じ
く
見
ゆ
る
こ
と
度
々
な
り

（
巻
三
－
七
・
青
鷺
の
事
）

西
国
又
は
北
国
に
て
も
、
海
上
の
風
荒
く
浪

は
げ
し
き
折
か
ら
は
、
必
ず
波
の
う
へ
に
火

の
見
え
、
又
は
人
形
な
ど
の
現
は
れ
は
べ
る

を
は
、
舟
幽
霊
と
申
し
な
ら
は
せ
り
。
舟
を

さ
ど
も
の
云
へ
る
ほ
、
と
わ
た
る
船
、
破
損

せ
し
時
、
海
中
に
弱
れ
し
人
の
魂
塊
の
残
り

し
な
り
。
（
巻
四
－
九
・
舟
幽
霊
）

鶴
と
云
ふ
物
は
深
山
幽
谷
に
住
め
る
化
鳥
な

り
。
源
三
位
演
政
、
足
手
は
虎
の
如
き
獣
の

飛
び
乗
り
し
を
射
て
、
後
ま
た
誠
の
鶉
を
射

し
事
平
家
物
語
に
見
え
た
り
。
（
巻
四
－
五

・鶉の事）

広
有
が
怪
鳥
を
射
し
事
太
平
記
虹
あ
り
（
巻

四
－
五
・
鶉
の
事
）

野
余
は
あ
な
が
ち
化
生
の
物
に
あ
ら
ず
、
贋

の
事
な
り
。
…
…
…
…
・
‥
共
の
状
騙
噂
に
似

て
、
毛
生
ひ
て
麹
も
即
ち
肉
な
り
。
四
つ
の

足
あ
れ
ど
も
短
く
、
爪
長
く
し
て
木
の
実
を

も
喰
ら
ひ
、
又
火
焔
を
も
暁
へ
り
。
（
巻
四

Ⅰ
三
・
野
余
の
事
）

唐
に
て
も
彰
候
と
云
ふ
獣
は
千
歳
を
経
し
木

の
中
に
あ
り
て
状
狗
の
如
し
と
云
へ
り
。

（
巻
一
Ⅰ
五
・
彰
供
と
云
ふ
獣
）

『
百
鬼
夜
行
』
の
正
簾
に
於
い
て
怪
事
の
説
明
の
記
述
が
あ
っ
た
な
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
関

わ
り
を
見
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
続
簾
か
ら
だ
け
で
も
、
石
燕
の
『
百
鬼
夜
行
』
が
『
百
物
語
評

判
』
に
も
拠
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
『
百
物
語
評
判
』
い
か
に
巷

間
に
通
行
す
る
怪
異
の
理
論
的
板
拠
と
な
っ
て
い
た
か
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど

の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
『
首
物
語
評
判
』
も
貞
享
三
年
の
初
版
に
つ
づ
い
て
、
初
版
の
梶
川
杉

原
板
の
刊
記
か
ら
杉
原
の
名
を
削
っ
た
梶
川
単
独
版
、
さ
ら
に
は
宝
暦
三
年
の
安
井
嘉
兵
衛

版
、
ま
た
元
禄
九
年
の
『
蕃
籍
目
録
』
に
は
井
筒
屋
平
左
衛
門
版
が
記
載
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

な
か
な
か
に
人
気
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
人
気
の
理
由
は
通
行
の
怪
異
に
対
し
て

理
論
的
根
拠
を
与
え
た
元
隣
の
評
判
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四

元
隣
の
怪
異
に
対
す
る
理
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
の
怪
異
観
と
も
い
う
べ

き
も
の
は
巻
四
の
「
酉
寺
町
基
の
燃
え
し
審
」
で
、
陰
火
の
説
明
の
あ
と
「
さ
れ
ど
も
鬼
神
幽
冥

の
道
理
な
れ
ば
、
人
悉
く
其
の
理
を
排
ふ
る
に
及
ば
ず
、
其
の
珍
ら
し
き
に
付
て
、
或
は
化
物

と
名
付
け
不
思
議
と
云
へ
り
。
世
界
に
不
思
議
な
し
、
世
界
皆
不
思
訴
な
り
」
と
評
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
元
隣
は
決
し
て
怪
異
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
客

観
的
存
在
と
し
て
認
め
た
怪
異
を
こ
こ
で
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
中
に
は
、
硫
黄
の
気
を
も
っ
て
説
明
し
た
有
鷹
山
の
地
款
谷
の
場
合
（
巻
二
「
有
馬
山
地
款

谷
座
頭
谷
の
事
」
）
の
よ
う
に
一
応
の
科
学
的
の
説
明
も
な
い
わ
け
で
な
い
が
、
多
く
は
「
凡

そ
生
き
と
し
生
け
る
者
、
何
れ
も
陰
陽
の
二
気
に
も
る
ゝ
者
な
し
」
　
（
巻
一
「
鬼
と
云
ふ
に
様

々
説
あ
る
事
」
）
と
い
う
こ
と
で
陰
陽
五
行
を
も
っ
て
の
説
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば

陽
の
所
為
を
神
と
云
ひ
、
陰
の
な
す
所
を
鬼
と
い
ふ
。
（
巻
一
「
鬼
と
云
ふ
に
様
々
の
説
あ

る
」
事
）

天
地
の
間
一
色
も
陰
陽
五
行
の
理
に
も
る
1
事
な
し
…
…
…
。
其
の
火
の
中
に
て
陰
火
陽
火

の
別
も
あ
り
。
陽
火
は
物
を
焼
け
ど
も
、
陰
火
は
物
を
焼
く
こ
と
な
し
。
（
巻
l
・
「
酉
の

岡
の
釣
瓶
卸
井
陰
火
陽
火
の
事
」
）

雷
は
陰
陽
相
迫
る
声
な
り
。
・
・
…
…
・
元
よ
り
陰
陽
は
相
剋
す
る
な
れ
ば
、
陽
は
動
い
て
陰
を

出
さ
ん
と
す
。
か
く
て
ぞ
天
地
に
響
き
山
谷
を
も
動
か
せ
り
。
陰
陽
等
し
き
時
は
落
つ
る

に
及
ば
ず
。
陽
の
気
、
陰
に
勝
つ
時
は
、
其
の
あ
ま
る
処
或
は
中
空
に
さ
か
り
、
ま
た
は
地

に
下
り
て
必
ず
積
悪
の
家
に
落
ち
て
悪
人
を
災
せ
り
。
（
巻
一
「
神
鳴
付
雷
斧
雷
昼
の
寄
」
）

是
れ
純
陰
の
方
に
て
、
陽
気
の
将
に
絶
え
ん
と
す
る
処
、
万
物
の
既
に
死
す
る
地
に
て
、
尤

も
不
吉
の
方
角
な
り
。
（
巻
四
「
鬼
門
」
）

雪
は
純
陰
の
物
な
れ
ば
、
老
陰
の
数
六
な
る
故
必
ず
六
出
あ
り
。
…
…
…
改
雨
露
の
結
ぽ
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捻
り
て
白
く
な
る
理
は
、
凡
そ
世
界
の
物
の
固
ま
る
事
、
皆
五
行
に
醗
当
し
て
金
気
の
司
る

処
な
り
。
（
巻
四
「
雪
女
の
事
付
雪
の
説
」
）

地
の
陰
気
は
昇
り
て
零
と
な
り
、
陽
気
は
降
り
て
雨
と
な
れ
ば
、
元
よ
り
陰
陽
の
な
す
所
に

し
て
、
外
に
司
る
鬼
神
も
有
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
風
は
天
地
の
境
気
と
云
う
て
、
陰
陽
の
気

の
動
き
発
す
る
所
に
て
、
形
有
る
者
に
あ
ら
ず
。
（
巻
四
「
雨
師
風
伯
の
事
」
）

物
の
生
成
を
陰
陽
の
交
錯
に
よ
る
と
い
う
理
論
の
根
拠
は
宋
・
程
伊
川
の
「
理
気
l
二
刀
静
」
の

立
場
を
通
じ
る
。
（
巻
五
」
仙
術
・
幻
術
」
の
説
明
で
は
『
二
程
全
審
』
を
ひ
く
）
。
そ
の
陰
陽
は

気
で
あ
り
、
気
は
形
而
下
で
あ
り
、
気
は
万
物
の
形
を
な
す
質
料
で
あ
る
と
い
う
理
論
は
こ
こ

で
は
「
天
地
の
間
に
生
ま
る
物
は
、
み
な
気
よ
り
起
れ
り
気
の
と
ど
こ
は
る
に
よ
っ
て
形
を
生

ず
。
」
　
（
巻
二
「
う
ぶ
め
の
寄
付
幽
霊
の
事
」
）
と
い
う
説
明
と
な
る
。
ま
た
、

其
の
気
の
滞
り
て
、
或
は
形
を
な
し
又
声
を
生
す
る
物
を
幽
霊
と
云
ふ
。
（
巻
二
「
幽
霊
の

事」）垢
舐
も
其
の
塵
垢
の
気
の
凍
れ
る
所
よ
り
化
生
し
生
づ
る
も
の
な
り
。
（
巻
二
「
垢
舐
の
事
」
）

そ
し
て
、
さ
ら
に
「
何
に
て
も
其
物
集
ま
れ
ば
、
其
の
精
必
ず
生
ず
」
（
巻
三
「
銭
神
の
事
」
）

と
超
現
実
的
存
在
の
説
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

山
姥
と
い
ふ
は
、
深
山
幽
谷
の
鬼
魅
の
精
た
る
ペ
し
。
此
の
世
界
あ
れ
は
此
の
人
あ
り
、
此

の
水
あ
れ
ば
此
の
魚
生
ず
。
其
の
気
の
あ
つ
ま
る
所
に
て
は
、
魂
魅
の
精
霊
あ
る
ま
じ
き
に

あ
ら
ず
。
（
巻
三
「
山
姥
の
事
」
）

銭
も
と
人
為
に
い
づ
る
物
な
れ
ど
も
、
其
の
集
ま
る
に
及
ん
で
其
の
精
な
き
忙
し
も
あ
ら

ず
。
（
巻
≡
「
銭
神
の
事
」
）

物
多
く
横
れ
ば
、
必
ず
其
の
中
に
生
煩
を
生
じ
侍
る
な
り
。
水
深
け
れ
ば
魚
生
じ
、
林
茂
け

れ
は
鳥
を
生
ず
る
が
如
し
。
さ
れ
ば
越
路
の
雪
な
ど
に
は
、
此
物
出
で
ん
も
は
か
り
難
し
。

（
巻
四
「
雪
女
の
事
」
）

以
上
が
元
隣
の
怪
奇
の
説
明
で
あ
る
が
そ
れ
は
概
ね
儒
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方

ま
た
仏
説
に
い
う
と
こ
ろ
の
怪
奇
に
つ
い
て
は
人
の
精
神
に
よ
る
も
の
で
こ
れ
を
主
観
的
存
在

と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
。

仏
説
の
鬼
と
申
す
も
自
業
自
得
菜
と
説
き
侍
れ
ば
、
迷
へ
る
罪
障
に
ひ
か
れ
て
見
る
所
の
名

に
て
、
聖
賢
君
子
の
霊
の
成
れ
る
物
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
六
道
流
転
は
心
よ
り
発
る
に
よ
り

て
、
心
の
鬼
と
申
し
な
ら
は
せ
り
。
（
巻
一
「
鬼
と
云
ふ
に
様
々
の
説
あ
る
事
」
）

地
款
に
つ
い
て
は
「
我
ゆ
め
ゆ
め
仏
道
を
誹
る
に
あ
ら
ず
」
と
断
わ
り
な
が
ら
「
人
の
気
の
前

見
る
幻
容
な
る
べ
L
L
と
こ
れ
を
主
観
的
存
在
と
し
て
扱
い
、

仏
家
に
説
き
置
き
給
ひ
し
地
鉄
の
事
は
是
は
愚
人
の
好
悪
を
な
し
て
何
と
ぞ
上
の
刑
罰
を
免

れ
ん
と
し
て
恥
づ
る
こ
と
な
き
者
の
た
め
に
、
少
時
設
け
て
教
へ
立
つ
る
の
み
。
い
か
で
人

死
し
て
形
つ
え
て
さ
ら
に
苦
し
み
を
受
く
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。

と
、
地
款
は
仏
家
の
故
意
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
で
は
い
た
ず
ら
に

そ
の
存
在
を
信
じ
て
売
僧
に
在
れ
る
愚
人
の
多
い
こ
と
を
戒
め
た
り
す
る
。

或
は
し
た
し
き
親
、
馴
れ
た
る
妻
な
ど
の
死
し
て
、
物
ご
と
か
な
し
き
折
が
ら
、
出
家
等
の

わ
た
り
て
、
そ
こ
′
＼
を
通
り
し
に
、
其
の
死
人
よ
り
か
た
み
を
送
り
給
ひ
し
な
ど
い
ひ

て
、
死
人
に
著
せ
や
り
た
る
著
物
の
袖
篠
な
ど
を
持
ち
来
る
事
多
し
。
走
れ
皆
手
だ
て
有

る
事
の
や
う
に
覚
え
侍
る
。
何
れ
も
さ
し
も
の
学
者
連
な
れ
ば
、
大
方
は
推
察
し
給
ふ
べ

し
0

死
者
が
そ
の
家
に
言
伝
て
を
依
額
す
る
話
は
、
た
と
え
ば
『
御
伽
物
語
』
の
「
け
ん
に
ん
寺
の

つ
け
を
売
る
事
」
　
（
巻
四
）
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
懐
疑
的
に
扱
っ
た
も
の
に
併
置
『
新

御
伽
姉
子
』
（
天
和
≡
年
刊
）
の
「
沈
香
合
」
　
（
巻
五
）
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
『
御
伽
比

丘
尼
』
（
兵
事
五
年
刊
）
の
「
虚
の
皮
被
る
姿
の
僧
」
　
（
巻
四
）
は
こ
の
売
僧
の
物
語
で
あ

り
、
『
怪
談
弁
妄
録
』
　
（
寛
政
十
二
年
刊
）
の
〓
肝
狩
欺
豪
商
」
　
（
巻
こ
や
、
『
古
今
実
物

語
』
　
（
宝
暦
十
二
年
刊
）
の
「
幽
霊
片
袖
を
古
郷
へ
送
る
」
（
巻
l
）
な
ど
い
ず
れ
も
怪
談
の
排

惑
物
が
好
ん
で
用
い
る
題
材
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
『
育
物
語
評
判
』
は
『
選

択
古
書
解
題
』
の
い
う
排
惑
物
の
先
腹
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

五

だ
が
、
こ
の
一
見
し
て
合
理
的
と
患
わ
れ
る
『
官
物
寮
評
判
』
の
態
度
が
き
わ
め
て
曖
味
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
す
べ
て
怪
し
き
事
は
遠
国
に
あ
る
物
な
り
」
　
（
巻
一
「
絶
岸
和
尚

肥
後
に
て
椀
拉
首
見
給
ひ
し
事
」
）
と
怪
異
の
遠
隔
地
存
在
論
や
「
此
方
の
l
心
さ
へ
正
し
け

れ
ば
禍
に
あ
ふ
べ
か
ら
ず
」
　
（
巻
二
「
狸
の
事
」
）
と
人
間
の
精
神
面
を
問
題
と
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
る
。
鎌
劇
を
「
都
万
の
人
ま
た
は
名
字
あ
る
侍
に
此
症
あ
う
た
る
老
な
き
は
邪
気
の

正
気
虹
勝
た
ぎ
る
理
な
る
べ
し
」
　
（
巻
一
「
越
後
新
潟
に
鎌
康
有
し
事
」
）
と
い
い
、
鬼
に
つ
い

て
は
「
夜
叉
羅
剰
鬼
な
ど
と
い
ふ
は
は
、
天
竺
の
国
の
名
に
し
て
、
其
の
地
中
国
を
去
る
事
遠

け
れ
ば
、
人
倫
を
離
れ
て
恐
ろ
し
き
色
々
の
形
あ
り
」
　
（
巻
一
「
鬼
と
云
ふ
に
様
々
の
説
あ
る

事
」
）
。
ま
た
犬
神
は
「
此
の
犬
神
王
城
の
人
に
悉
く
事
あ
ら
ず
」
　
（
巻
一
「
犬
神
四
国
に
あ
る

事
」
）
。
狐
に
つ
い
て
は
「
は
く
る
は
狐
の
術
、
は
か
さ
れ
ぬ
は
哲
人
の
徳
…
…
さ
れ
ば
本
心
の
正

し
き
人
は
千
歳
の
狐
も
許
す
こ
と
な
し
」
と
い
い
、
狼
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
「
た
だ
此
方
の
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一
心
さ
へ
正
し
け
れ
ば
禍
に
あ
ふ
べ
か
ら
ず
。
博
学
の
学
者
は
、
其
の
博
学
故
内
明
な
り
…
：

皆
内
に
守
り
あ
れ
ば
妖
怪
の
者
も
事
を
為
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
る
ペ
し
」
と
説
く
の
で
あ
る
。

要
す
る
に

孔
子
の
説
に
は
怪
力
乱
神
は
元
よ
り
あ
ら
ざ
る
所
な
れ
ば
薗
棟
の
頬
に
似
た
る
沙
汰
も
侯
は

ね
ど
、
た
だ
人
道
を
治
む
れ
ば
其
の
怪
し
き
事
も
お
の
づ
か
ら
消
え
失
す
る
に
こ
そ
侍
れ
。

（
巻
≡
「
天
狗
の
沙
汰
付
浅
間
嶽
求
聞
縛
の
事
」
）

と
い
う
記
述
を
見
る
に
及
ん
で
『
百
物
語
評
判
』
の
評
判
を
離
れ
た
教
訓
性
を
思
わ
せ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
仮
名
草
子
の
怪
異
小
説
の
啓
蒙
精
神
が
教
訓
性
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
の
好
例
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
教
訓
な
く
し
て
啓
蒙
も
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
元
隣
の
怪
異
に
対
す
る
陵
昧
な
態
度
が
果
た
し
て
元
隣
そ
の
人
の
思
想
転
も
と
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
巷
間
の
風
説
を
強
ち
に
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
迎

合
し
な
が
ら
す
す
め
る
元
隣
一
流
の
啓
蒙
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
い
ま
は
明
か
に
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
が
、
『
百
物
語
評
判
』
で
示
し
た
怪
異
に
対
す
る
理
論
が
仮
名
草
子
の

怪
異
理
論
の
集
約
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
た
め
に
そ
の
後
の
怪
談
の
理
論
的
根
拠
と

な
り
得
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
　
水
谷
不
倒
著
『
選
択
古
啓
解
題
』
の
『
怪
談
妨
妄
録
』
（
寛
政
十
二
年
刊
）
の
解
説
。

寛
文
以
降
、
怪
談
異
聞
の
流
行
に
つ
れ
て
、
之
が
宗
を
排
じ
、
世
人
の
感
を
解
か
ん
と
試
み

た
香
が
若
干
あ
る
。
山
岡
元
隣
の
『
官
物
静
評
判
』
の
如
き
が
そ
れ
で
、
此
粒
の
智
は
、
先
づ
怪

髄
異
聞
な
掲
げ
、
理
を
解
き
出
所
を
た
だ
し
、
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
論
じ
、
虚
誕
を
是
正
す
る

に
努
め
て
い
る
。

（
注
2
）
　
北
桑
田
水
『
l
夜
船
』
（
正
徳
二
年
刊
）
な
ど
。
『
一
夜
船
』
と
『
官
物
語
評
判
』
の
関
係
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
怪
談
会
か
ら
怪
異
小
説
へ
」
（
「
国
語
国
文
研
究
」
二
四
号
・
昭
和
三
八
年
＝
月
）
参
席
。


