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□

要

旨

昭
和
初
期
︑
佐
藤
春
夫
に
よ
る
馮
夢
龍
著
﹃
平
妖
伝
﹄︵
四
〇
回
増
補
本
︶
の
日
本
語
訳
は
︑
文
学
史
上
︑
最
初
の
完
訳
で
あ
る
︒
だ
が
︑
中
国

文
学
に
依
拠
す
る
春
夫
の
他
の
翻
訳
作
品
が
注
目
を
集
め
た
の
に
対
し
て
︑
こ
の
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
研
究
は
等
閑
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
平
妖
伝
﹄
諸
本
の
日
本
へ
の
影
響
を
確
か
め
︑
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
翻
訳
の
経
緯
と
そ
の
構
成
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
そ
し
て
春

夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
特
色
を
析
出
し
つ
つ
︑
中
国
古
典
文
学
を
対
象
と
し
た
彼
の
翻
訳
作
品
の
意
義
と
価
値
と
を
確
認
す
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

佐
藤
春
夫

﹃
平
妖
伝
﹄

馮
夢
龍

翻
訳

神
魔
小
説
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は

じ

め

に

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
は
︑
昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
一
二
月
︑
改
造
社
発
行
の
﹃
世
界
大
衆
文
学
全
集
﹄
第
二
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
︒

後
に
補
筆
さ
れ
︑
同
七
︵
一
九
三
二
︶
年
一
一
月
︑
改
造
文
庫
上
・
下
二
巻
と
し
て
刊
行
︑
更
に
同
二
六
︵
一
九
五
一
︶
年
に
は
︑
世
紀

書
房
よ
り
上
巻
︵
二
月
︶︑
下
巻
︵
五
月
︶
が
出
版
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
平
成
五
︵
一
九
九
三
︶
年
五
月
に
は
︑﹃
平
妖
伝
﹄
上
・
下
二
巻
が
︑

ち
く
ま
文
庫
︵
筑
摩
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
日
本
語
の
完
訳
と
し
て
は
︑
佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
が
︑
日
本
文
学
史
上
最
初
と
な
る
︒
そ
し
て
﹃
平
妖
伝
﹄
に
関
し

て
は
︑
佐
藤
春
夫
の
翻
訳
の
態
度
は
︑
翻
案
で
は
な
く
︑
直
訳
に
近
い
の
も
特
色
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
︑
以
下
︑
次
の
課
題
に

つ
い
て
︑
研
究
を
進
め
る
︒

本
稿
で
は
︑
ま
ず
典
拠
と
な
っ
た
﹃
平
妖
伝
﹄
諸
本
の
日
本
へ
の
影
響
を
調
査
す
る
︒
次
に
︑
そ
の
翻
訳
の
特
色
と
意
図
と
に
つ
い
て

考
察
す
る
︒
ま
た
︑
昭
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
佐
藤
春
夫
﹃
車
塵
集
﹄︵
九
月
︑
武
蔵
野
書
院
︶
と
の
比
較
考
察
か
ら
も
︑
当
時
の
︑
谷
崎

潤
一
郎
・
千
代
夫
人
へ
の
恋
慕
の
情
が
見
え
隠
れ
す
る
︒
こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
彼
の
︑
中
国
古
典
の
翻
訳
の
特
色
と
そ
の
意

義
と
に
新
た
な
照
射
を
試
み
た
い
︒

一
︑
﹃
平
妖
伝
﹄
の
日
本
へ
の
影
響

『西
遊
記
﹄
と
同
様
に
神
魔
小
説
︵

︶
と
言
わ
れ
る
﹃
平へ
い

妖よ
う

伝で
ん

﹄
は
︑
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
︒
そ
れ
は
元
末
明
初
︑
羅
貫
中
︵

︶
著
の

1

2
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二
〇
回
本
﹃
三
遂
平
妖
伝
﹄
と
︑
明
の
末
期
︑
そ
れ
を
大
幅
に
増
訂
し
た
馮
夢
龍
︵

︶
著
の
四
〇
回
本
﹃
北
宋
三
遂
平
妖
伝
﹄
で
あ
る
︒
そ
の

3

作
品
は
北
宋
の
慶
暦
七
年
︵
一
〇
四
七
︶
に
王
則
が
貝
州
︵
現
︑
河
北
省
︶
で
起
し
た
弥
勒
教
徒
の
反
乱
︵

︶
を
題
材
に
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
︒

4

書
名
に
﹁
三
遂
﹂
を
冠
す
る
の
は
︑﹁
遂
﹂
を
名
と
す
る
三
人
︑
即
ち
諸
葛
遂
智
・
馬
遂
・
李
遂
が
王
則
の
乱
を
平
定
す
る
の
に
功
績
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒

現
存
す
る
﹃
平
妖
伝
﹄
の
諸
本
の
中
で
︑
最
も
古
い
も
の
は
﹃
三
遂
平
妖
伝
﹄
と
題
す
る
四
巻
二
〇
回
本
で
あ
る
︒
こ
の
刻
本
は
明
の

万
暦
二
〇
年
代
︵
一
五
九
二
～
一
六
〇
一
︶
の
成
立
と
考
え
ら
れ
︑
馬
廉
旧
蔵
の
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
と
小
津
桂
窓
旧
蔵
の
天
理
図
書
館

蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
四
〇
回
本
で
は
内
閣
文
庫
に
蔵
す
る
﹃
天
許
斎
批
点
北
宋
三
遂
平
妖
伝
﹄︵
泰
昌
元
年
︑
即
ち

一
六
二
〇
年
刊
行
︶
が
最
も
古
い
︒
同
書
に
つ
い
て
は
孫
楷
第
の
﹃
日
本
東
京
所
見
中
国
小
説
書
目
提
要
﹄
に
詳
細
に
記
載
さ
れ
る
︵

︶
︒
天

5

許
斎
本
の
版
木
が
焼
け
た
後
︑
新
し
く
墨
憨
齋
本
が
崇
禎
七
年
︵
一
六
三
四
︶
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
︒
両
者
は
基
本
的
に
は
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
い
︒

『平
妖
伝
﹄
が
い
つ
ご
ろ
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
考
証
し
に
く
い
が
︑
こ
の
本
は
伝
来
の
当
時
に
は
ほ
と
ん
ど
反
響
を

呼
ば
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
一
般
的
に
日
本
で
は
︑
中
国
の
白
話
小
説
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
岡
嶋
冠
山

︵
一
六
七
四
～
一
七
三
八
︶
以
後
で
あ
る
か
ら
︑﹃
平
妖
伝
﹄
も
そ
の
例
に
も
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
︒

江
戸
時
代
︑
怪
談
を
好
ん
だ
林
羅
山
︵
一
五
八
三
～
一
六
五
七
︶
は
︑﹃
平
妖
伝
﹄
の
邦
訳
を
試
み
て
果
た
さ
な
か
っ
た
︒
清
田
儋た
ん

叟そ
う

︵
一
七
一
九
～
一
七
八
五
︶
は
﹃
西
遊
記
﹄﹃
金
瓶
梅
﹄
な
ど
の
中
国
の
小
説
を
渉
猟
し
︑
最
後
に
﹃
平
妖
伝
﹄
を
読
ん
で
と
く
に
感
心
し
て

い
た
︵

︶
︒
ま
た
︑
秋
水
園
主
人
の
﹃
小
説
字
彙
﹄︵
一
七
九
一
年
︶
の
巻
首
の
﹁
援
引
書
目
﹂
に
は
﹃
平
妖
伝
﹄
の
名
も
見
え
る
︒
こ
の
よ
う

6

な
状
況
下
で
︑
邦
訳
﹃
通
俗
平
妖
伝
﹄
一
〇
巻
一
〇
回
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
京
都
大
学
の
文
学
部
と
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
︑
国
会
図
書
館
に
も
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
成
立
と
背
景
︱
︵
張
︶
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実
際
に
︑﹃
平
妖
伝
﹄
に
大
き
な
関
心
を
示
し
た
の
は
滝
沢
馬
琴
︵
一
七
六
七
～
一
八
四
八
︶
で
あ
る
︒
太
田
辰
夫
氏
の
﹃
平
妖
伝
﹄︵﹃
中

国
古
典
文
学
大
系
﹄
三
六
巻
︶
の
﹁
解
説
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁﹃
通
俗
平
妖
伝
﹄
一
〇
冊
の
う
ち
に
五
冊
ば
か
り
読
ん
で
い
た
馬
琴
﹂
は
︑
殿
村

篠
斎
︵
本
名
は
佐
藤
五
平
︒
松
阪
の
富
商
︶
が
原
本
﹃
北
宋
三
遂
平
妖
伝
﹄
を
入
手
し
た
と
き
︑
借
覧
を
依
頼
す
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る
︒

し
か
し
こ
の
本
は
貸
し
て
も
ら
え
な
い
ま
ま
︑
篠
斎
は
面
白
く
な
い
と
い
っ
て
売
却
し
て
し
ま
っ
た
︒
馬
琴
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に
再
び
借

用
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
︑
篠
斎
は
記
憶
を
た
よ
り
に
そ
の
梗
概
を
記
し
﹃
平
妖
伝
略
解
﹄
と
し
て
彼
に
送
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
後
に

﹁
書
業
堂
刊
の
四
十
回
本
も
購
入
し
通
読
し
た
が
︑
そ
の
本
は
二
九
回
ま
で
し
か
な
い
欠
本
で
あ
っ
た
﹂︒
な
お
﹁
二
〇
回
本
の
ほ
う
が
天

明
四
年
正
月
九
日
に
届
け
ら
れ
た
︒
馬
琴
は
さ
っ
そ
く
︑
熱
心
に
読
み
は
じ
め
︑
一
三
日
に
読
み
終
え
て
い
る
︒︵
略
︶
よ
う
や
く
四
月

に
な
っ
て
﹃
三
遂
平
妖
伝
国
字
評
﹄
を
完
成
﹂︵
前
掲
︑
太
田
氏
﹁
解
説
﹂
︶
と
紹
介
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
太
田
氏
は
︑
馬
琴
が
﹁
四
〇
回
の

完
本
を
見
ず
に
︑
二
〇
回
本
を
推
賞
し
た
の
は
︑
い
さ
さ
か
軽
率
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
﹂
︵

︶
と
批
判
し
て
い
る
︒

7

明
治
︑
大
正
期
に
は
︑
特
に
﹃
平
妖
伝
﹄
に
興
味
を
寄
せ
る
文
人
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
昭
和
に
入
り
︑
四
〇
回
本
﹃
平

妖
伝
﹄
の
日
本
語
版
が
よ
う
や
く
現
れ
た
︒
そ
の
訳
者
は
中
国
文
学
の
紹
介
の
領
域
で
も
名
高
い
︑
当
時
三
七
歳
の
佐
藤
春
夫
で
あ
る
︒

二
︑
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
成
立
の
経
緯

臨
川
書
店
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
九
巻
の
村
松
友
視
氏
の
﹁
解
題
﹂︵
四
三
八
頁
︶
に
よ
れ
ば
︑
佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
は

昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
一
二
月
一
三
日
﹃
世
界
大
衆
文
学
全
集
﹄
第
二
五
巻
と
し
て
改
造
社
か
ら
刊
行
︒
後
に
︑
同
書
に
お
け
る
抄
訳
・

未
訳
の
部
分
を
補
完
し
︑
昭
和
七
︵
一
九
三
二
︶
年
一
一
月
改
造
文
庫
﹃
平
妖
伝
﹄
上
下
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
︑
さ
ら
に
世
紀
書
房
か

ら
﹃
平
妖
伝
﹄
上
巻
︵
昭
和
二
六
年
二
月
︶
下
巻
︵
同
年
五
月
︶
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
な
お
︑
村
松
氏
の
﹁
解
題
﹂
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
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い
が
︑
平
成
五
︵
一
九
九
三
︶
年
五
月
に
筑
摩
書
房
よ
り
﹃
平
妖
伝
﹄
上
下
二
巻
︵
ち
く
ま
文
庫
︶
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
平
妖
伝
﹄
の
訳
文
に
手
を
染
め
る
動
機
に
つ
い
て
は
︑﹃
世
界
大
衆
文
学
全
集
﹄
版
﹁
訳
本
平
妖
伝
小
引
﹂
に
お
い
て
︑

春
夫
は
こ
う
表
明
し
て
い
る
︒

世
界
大
衆
文
学
全
集
中
に
支
那
の
も
の
を
一
冊
選
定
す
る
に
当
た
つ
て
︑
教
を
露
伴
幸
田
先
生
に
乞
う
た
と
こ
ろ
が
︑
先
生
は
言
下

に
平
妖
伝
を
上
げ
ら
れ
た
︒
さ
う
し
て
こ
れ
の
邦
訳
は
既
に
先
づ
林
羅
山
が
試
み
て
果
さ
ず
滝
沢
馬
琴
も
心
を
抱
い
た
ま
ま
で
世
を

去
つ
た
の
だ
か
ら
︑
今
日
こ
れ
を
完
成
す
る
こ
と
は
こ
の
意
味
で
も
快
事
で
あ
ら
う
と
︑
訳
者
を
激
励
一
番
せ
ら
れ
た
︒
先
生
の
厚

志
に
対
し
て
は
篤
く
感
謝
す
る
︒
訳
者
は
こ
れ
が
訳
筆
を
辿
り
な
が
ら
︑
先
生
が
特
に
興
味
饒
な
る
支
那
小
説
と
し
て
こ
の
作
を
挙

げ
ら
れ
た
理
由
を
具
に
感
得
し
た
︵

︶
︒

8

右
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
幸
田
露
伴
か
ら
の
推
薦
と
激
励
は
﹃
平
妖
伝
﹄
訳
出
の
主
な
理
由
と
な
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
彼
は
︑
自
筆
の

﹁﹃
平
妖
伝
﹄
推
薦
文
﹂︵
昭
和
二
六
年
二
月
︑
世
紀
書
房
﹃
平
妖
伝
﹄
上
︶
の
中
で
﹁
水
滸
伝
も
西
遊
記
も
文
句
を
つ
け
た
先
生
が
︑
は
た
と

手
を
拍
っ
て
開
口
一
番
こ
れ
に
限
る
と
推
薦
し
た
の
が
こ
の
平
妖
伝
﹂
だ
と
記
し
て
い
る
︒

一
方
︑﹃
新
編
図
録

佐
藤
春
夫
﹄︵
新
宮
市
立
佐
藤
春
夫
記
念
館
発
行
︑
平
成
二
〇
年
・
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
の
春
夫
年
譜
に
よ
れ
ば
︑
昭
和

四
年
の
翻
訳
・
翻
案
作
品
を
通
覧
す
る
と
︑
一
月
に
﹃
支
那
童
話
集
﹄︵
ア
ル
ス
︶︑
九
月
に
﹃
車
塵
集
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑
一
二
月
に
﹃
平

妖
伝
﹄︵
改
造
社
︶
な
ど
︑
そ
の
一
連
の
大
き
な
訳
業
が
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
昭
和
四
年
は
中
国
文
学
の
翻
訳
に
大
き
な
情
熱

を
注
い
だ
春
夫
に
と
っ
て
収
穫
の
一
年
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

翌
年
に
千
代
子
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
佐
藤
春
夫
は
︑
強
烈
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
横
溢
し
た
漢
詩
と
中
国
の
物
語
と
を
援
用
し
︑

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
成
立
と
背
景
︱
︵
張
︶
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彼
女
に
恋
情
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
車
塵
集
﹄
を
通
し
て
当
時
ま
だ
谷
崎
夫
人
だ
っ
た
千
代
子
を
思
慕
し
︑
自
ら
の
感
情
を

訴
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
吉
川
発
輝
氏
の
説
︵

︶
が
あ
る
︒
だ
が
︑
漢
詩
だ
け
で
は
十
分
に
千
代
子
へ
の
思
慕
を
歌
い
出
せ
な
い
と
考
え
た
春

9

夫
は
︑
改
め
て
﹃
支
那
童
話
集
﹄
と
﹃
平
妖
伝
﹄
の
よ
う
な
面
白
さ
や
怪
異
な
ど
の
物
語
に
思
い
を
馳
せ
︑
自
ら
の
気
持
の
幅
を
広
げ
て

み
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
平
妖
伝
﹄
の
訳
業
に
取
り
組
む
際
に
︑
当
時
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
流
通
の
状
況
︑
依
拠
本
文
を
採
用
す
る
理
由
な
ど
に

つ
い
て
︑﹁
訳
本
平
妖
伝
小
引
﹂︵
前
掲
同
︶
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

羅
貫
中
の
原
本
は
二
十
回
本
で
︑
開
巻
に
は
胡
員
外
が
仙
画
に
出
会
ふ
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
︒
こ
の
原
本
は
先
年

北
京
で
発
見
さ
れ
た
さ
う
だ
が
︑
我
が
国
で
は
見
当
ら
な
い
ら
し
い
︒
今
普
通
に
行
は
れ
て
ゐ
る
龍
子
猶
が
補
定
の
四
十
回
本
は
︑

冒
頭
に
十
五
回
を
費
し
て
各
主
要
人
物
の
来
歴
を
明
か
に
し
た
外
︑
処
々
に
五
回
を
挿
入
し
て
四
十
回
本
に
纏
め
上
げ
た
と
言
は
れ

て
ゐ
る
︒
こ
の
補
定
本
は
そ
の
序
文
に
よ
る
と
明
の
泰
昌
元
年
︵
西
歴
一
六
二
〇
︶
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
10

右
の
記
述
に
よ
り
︑
春
夫
は
羅
貫
中
の
原
本
を
見
て
い
た
わ
け
で
な
く
︑
馮
夢
龍
の
四
〇
回
の
補
定
本
を
依
拠
本
文
と
し
た
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
い
か
な
る
補
定
本
に
拠
っ
た
か
は
推
測
し
に
く
い
︒
一
応
︑
そ
の
四
〇
回
本
の
粗
筋
は
︑
大
体
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒

春
秋
時
代
︑
白
猿
の
化
身
で
あ
る
袁
公
は
女
神
・
九
天
玄
女
の
弟
子
と
な
り
︑
玉
帝
に
よ
っ
て
秘
書
の
管
理
人
に
任
じ
ら
れ
る
︒
だ
が

袁
公
は
︑
三
十
六
の
天
罡
大
変
法
と
七
十
二
の
地
煞
小
変
法
が
記
さ
れ
た
﹃
如
意
冊
﹄
と
い
う
秘
冊
を
盗
み
出
し
︑
そ
の
内
容
を
下
界
の

白
雲
洞
の
石
壁
に
記
し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
件
が
玉
帝
に
知
れ
た
た
め
︑
秘
冊
の
内
容
が
漏
れ
ぬ
よ
う
に
︑
袁
公
は
そ
の
石
壁
の
番
を
す

る
こ
と
に
な
る
︒
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し
か
し
︑
宋
の
時
代
︑
蛋た
ん

子し

和
尚
と
呼
ば
れ
る
卵
か
ら
生
ま
れ
た
男
は
こ
の
秘
冊
を
盗
ん
だ
︒
蛋
子
は
老
狐
の
化
身
・
聖せ
い

姑こ

姑こ

と
出

会
っ
て
そ
の
内
容
を
解
読
し
︑
聖
姑
姑
や
そ
の
息
子
左さ

黜
ち
ゅ
つ

と
共
に
︑
秘
冊
の
妖
術
を
習
得
す
る
︒

聖
姑
姑
の
娘
胡
媚
児
は
︑
か
つ
て
則
天
武
后
の
恋
人
だ
っ
た
張
六
郎
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
っ
た
︒
胡
媚
児
は
旅
中
に
突
風
に
さ
ら
わ

れ
母
と
ば
ら
ば
ら
に
な
り
︑
道
士
張
鸞
の
世
話
に
な
っ
て
い
た
が
︑
太
子
を
惑
わ
そ
う
と
し
た
こ
と
で
天
上
か
ら
の
神
将
に
斬
ら
れ
て
し

ま
う
︒
後
に
胡
媚
児
は
胡
員
外
の
娘
と
し
て
胡
永
児
と
転
生
す
る
が
︑
聖
姑
姑
に
よ
っ
て
前
世
は
親
子
だ
っ
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
︑
妖
術

の
会
得
に
励
む
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
聖
姑
姑
一
行
は
貝
州
へ
と
移
り
︑
胡
永
児
は
前
世
の
因
縁
で
︑
則
天
武
后
の
生
ま
れ
変
わ
り

で
あ
る
軍
人
・
王
則
と
結
婚
す
る
︒

そ
の
頃
︑
貝
州
の
知
事
が
兵
士
た
ち
に
俸
禄
を
支
給
し
な
い
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
︒
こ
れ
に
出
く
わ
し
た
王
則
は
︑
兵
士
た
ち

に
米
と
金
を
与
え
た
が
︑
こ
の
う
ち
左
黜
が
用
意
し
た
米
と
卜
吉
︵
張
鸞
の
弟
子
︶
が
用
意
し
た
金
が
貝
州
の
倉
庫
か
ら
盗
ま
れ
た
も
の

だ
っ
た
た
め
︑
知
事
は
怒
り
︑
王
則
を
投
獄
す
る
︒
だ
が
王
則
は
左
黜
た
ち
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
て
知
事
を
殺
し
た
︒
王
則
の
謀
反
は

都
に
伝
え
ら
れ
︑
仁
宗
皇
帝
に
よ
っ
て
︑
文
彦
博
︵
文
招
討
と
も
呼
ぶ
︶
と
い
う
八
〇
歳
の
老
将
が
討
伐
の
総
帥
に
任
命
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑

秘
冊
の
力
を
得
た
妖
人
た
ち
は
妖
術
を
駆
使
し
て
討
伐
軍
と
戦
い
︑
貝
州
を
騒
が
せ
る
こ
と
と
な
る
︒
蛋
子
和
尚
は
諸
葛
遂
智
に
化
け
︑

兵
士
の
馬
遂
と
李
遂
と
一
緒
に
知
恵
を
絞
り
文
彦
博
に
協
力
し
︑
妖
人
た
ち
の
乱
を
平
定
し
た
︒

三
︑
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
構
成

講
談
社
版
﹃
佐
藤
春
夫
全
集
﹄︵
昭
和
四
一
年
・
一
九
六
六
年
四
月
～
昭
和
四
五
年
・
一
九
七
〇
年
三
月
︶
に
は
﹃
平
妖
伝
﹄
は
収
録
さ
れ
て

い
な
い
︒
こ
の
翻
訳
作
品
は
臨
川
書
店
版
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
九
巻
に
初
め
て
収
録
さ
れ
た
︒
村
松
氏
の
﹁
解
題
﹂︵
前
出
︑

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
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と
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︱
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︶
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四
三
九
頁
︶
に
︑﹁﹃
世
界
大
衆
文
学
全
集
﹄
版
の
後
半
に
抄
訳
・
未
訳
の
部
分
が
あ
る
た
め
︑
底
本
に
は
改
造
文
庫
版
本
文
を
用
い
た
﹂

と
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
九
巻
所
収
の
﹃
平
妖
伝
﹄
本
文
︵
以
下
は
春
夫
訳
と
略
す
︶
を
基
に
︑
中
国
語
版
の
四
〇
回

排
印
本
﹃
平
妖
伝
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
五
月
︵

︶
︶
を
参
照
し
な
が
ら
︑
ま
ず
春
夫
訳
の
構
成
を
整
理
す
る
︒

11

春
夫
訳
は
原
作
と
同
じ
く
四
〇
回
︵
小
見
出
し
を
訳
出
せ
ず
に
回
数
の
み
を
記
し
て
い
る
︶
に
分
け
︑
忠
実
な
翻
訳
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
各
回
の
冒
頭
と
末
尾
に
付
さ
れ
る
詩
も
︑
文
中
に
挟
ま
れ
た
詩
と
説
明
文
も
︑
春
夫
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒

全
体
的
に
言
え
ば
︑
春
夫
訳
に
は
﹁
前
半
の
密
﹂
と
﹁
後
半
の
疎
﹂
が
見
出
せ
る
︒
そ
れ
は
枚
数
の
み
数
え
て
も
明
瞭
で
あ
る
︒
つ
ま

り
前
半
︵
一
回
～
二
〇
回
︶
は
五
頁
か
ら
一
八
七
頁
ま
で
妖
人
の
来
歴
と
妖
術
が
紹
介
さ
れ
︑
後
半
︵
二
一
回
～
四
〇
回
︶
は
一
八
七
頁
か

ら
三
三
五
頁
ま
で
反
乱
の
事
件
が
展
開
さ
れ
る
︒

改
造
文
庫
版
﹁
訳
本
平
妖
伝
小
引
﹂
で
︑
訳
者
自
身
が
述
べ
た
よ
う
に
︑
初
出
は
﹁
時
日
と
枚
数
と
の
束
縛
を
受
け
て
前
半
に
密
で
後

半
に
疎
の
憾
み
が
あ
つ
た
﹂︒
後
に
︑﹁
そ
の
改
訂
を
充
分
に
な
し
得
な
い
で
ゐ
る
間
に
︑
増
補
の
方
だ
け
は
ず
ん
〳
〵
と
出
来
上
つ
て
後

半
の
疎
は
前
半
の
密
と
そ
の
度
を
ほ
ぼ
一
に
し
得
る
に
到
つ
た
︒
そ
の
増
補
は
実
に
増
田
渉
君
の
努
力
の
賜
で
あ
る
︵

︶
﹂︒
増
補
後
︑
改
造

12

文
庫
版
で
は
︑
確
か
に
﹁
後
半
の
疎
﹂
は
少
し
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
疎
﹂
の
箇
所
は
ま
だ
見
ら
れ
る
︒

次
は
︑
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
箇
所
を
︑
太
田
辰
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄︵﹃
中
国
古
典
文
学

大
系
﹄
三
六
巻
︑
平
凡
社
︑
一
九
六
七
年
一
一
月
︶
に
よ
り
︑
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
︒︵
但
し
⑥
は
太
田
訳
が
長
文
の
た
め
筆
者
が
内
容
を
要
約
し
た
︒

ま
た
文
末
の
頁
数
は
﹃
中
国
古
典
文
学
大
系
﹄
三
六
巻
に
よ
る
︒
︶
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①
第
三
二
回
﹁
夙ふ
る

き
姻
縁
に
て
永
児

夫
を
招
き
／
銭
米
を
散
じ
て
王
則

軍
を
買
う
﹂

こ
の
知
事
は
姓
を
張
︑
名
を
徳
と
申
す
の
で
す
が
︑
郡
の
民
は
こ
と
ご
と
く
彼
を
罵
っ
て
︑
こ
う
申
し
て
お
り
ま
す
︒︵
詩
文
略
︶

こ
の
知
事
は
毎
日
︑
職
務
を
せ
ず
︑
ひ
た
す
ら
金
を
貪
っ
て
お
り
ま
す
︒︵
三
二
二
頁
︶

②
第
三
三
回
﹁
左さ

瘸か

師し

神
を
顕
わ
し
て
衆
を
驚
か
し
／
王
都
排

夥
な
か
ま

を
糾あ
つ

め
て
仇あ
だ

を
報
ず
﹂

か
の
紹
興
は
銭
清
鎮
に
一
銭
太
守
廟
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
そ
の
太
守
と
申
し
ま
す
る
は
︑
苗
字
を
劉
︑
名
を
寵
と
い
う
お
方

で
︑
西
漢
は
桓
帝
の
御
代
に
会
稽
の
太
守
と
な
ら
れ
︑
清
き
こ
と
水
の
如
く
︑
い
さ
さ
か
の
汚
れ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
︒︵
劉
寵
伝
説
略
︶

︵
三
二
三
頁
︶

③
同
上知

事
は
驚
い
て
ま
っ
青
に
な
り
︑
胸
の
中
で
思
案
い
た
し
ま
す
︒︵
略
︶
さ
ん
ざ
ん
考
え
た
あ
げ
く
︑
い
た
し
方
な
く
一
つ
の
貼
り

札
を
出
し
ま
し
た
︒
そ
の
文
に
曰
く
︑
貝
州
の
知
事
・
張
︑
逮
捕
の
た
め
の
事
︒
排
軍
王
則
の
自
供
に
拠
る
に
︑
同
じ
く
倉
庫
を
盗

め
る
妖
賊
・
張
鸞
ら
は
未
だ
獲
ず
︒
も
し
真
の
賊
を
擒
捕
し
来
り
て
献
ず
る
者
あ
ら
ば
︑
犯
人
一
人
に
つ
き
︑
官
よ
り
賞
金
一
千
貫

を
給
す
︒
情
を
知
り
て
届
け
い
で
ざ
る
者
は
︑
一
体
に
罪
に
す
︒
故
に
示
す
︒︵
略
︶
知
事
は
書
記
に
命
じ
︑
同
じ
文
を
十
枚
ほ
ど

認
め
さ
せ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
城
門
お
よ
び
役
所
の
前
︑
な
ら
び
に
城
の
内
外
の
目
抜
き
の
場
所
に
貼
り
出
さ
せ
ま
す
︒
ま
た
一
方
で
は

捕
り
手
に
命
じ
︑
期
日
を
限
り
虱
つ
ぶ
し
に
捜
査
さ
せ
ま
し
た
︒︵
三
二
五
頁
︶

④
第
三
四
回
﹁
劉
彦
威

三
た
び
貝
州
城
に
て
敗
れ
／
胡
永
児

大
い
に
河
北
の
地
を
掠
む
﹂

︵
劉
彦
威
は
︶
軍
中
の
画
家
に
命
じ
︑
布
に
獅
子
の
図
三
百
枚
を
画
か
せ
︑
十
日
以
内
に
完
成
を
命
じ
ま
す
︒
そ
こ
で
陶
必
顕
に
新

軍
を
率
い
さ
せ
て
先
鋒
と
し
︑
で
き
あ
が
っ
た
獅
子
の
衣
を
三
百
匹
の
軍
馬
に
着
せ
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
も
し
も
賊
軍
が
妖
術
を

使
っ
て
虎
豹
を
よ
こ
し
た
時
に
は
︑
獅
子
の
衣
を
着
せ
た
軍
馬
を
放
ち
︑
兵
士
た
ち
は
後
ろ
か
ら
ド
ラ
を
鳴
ら
し
て
従
う
と
い
う
手

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
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の
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と
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︱
︵
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︶
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は
ず
で
あ
り
ま
す
︒
い
っ
た
い
獅
子
は
百
獣
の
王
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
ド
ラ
を
鳴
ら
し
て
そ
の
声
に
か
た
ど
れ
ば
︑
虎
豹
は
そ
れ
を

見
て
︑
必
ず
退
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
算
段
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒︵
三
三
七
頁
︶

⑤
同
上開

封
で
肉
屋
を
し
て
い
た
張
琪
︑
炊
餅
売
り
の
任
遷
︑
そ
ば
屋
の
呉
三
郎
も
︑
胡
永
児
が
王
則
の
妻
に
な
っ
た
と
聞
き
︑
み
な
貝
州

に
来
て
王
則
に
投
じ
ま
し
た
︒︵
三
四
〇
頁
︶

⑥
第
三
五
回
﹁
趙
無
瑕

生
い
の
ち

を
拚す

て
て
賊
を
紿
あ
ざ
む

き
／
包ほ
う

竜
り
ゅ
う

図と

詔
に
応
じ
て
賢
を
推
す
﹂

胡
永
児
は
王
俊
と
い
う
若
者
と
通
じ
淫
欲
に
耽
る
︒
夫
の
王
則
は
怒
っ
て
聖
姑
姑
に
訴
え
る
が
︑
か
え
っ
て
や
り
こ
め
ら
れ
︑
民
間

の
美
色
を
漁
る
︒
関
疑
の
妻
趙
無
瑕
の
美
貌
を
聞
き
︑
后
妃
に
な
る
よ
う
と
強
迫
す
る
と
趙
は
自
殺
す
る
︒︵
以
上
︑
筆
者
要
約
︶

右
の
①
～
⑥
は
︑
第
三
二
回
か
ら
第
三
五
回
に
か
け
て
で
あ
り
︑
そ
こ
に
省
略
の
箇
所
が
集
中
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
前
半
に
も
省

略
は
あ
る
︒
例
え
ば
︑
冷
家
庄
の
外
観
に
つ
い
て
の
描
写
︵
第
九
回
︶︑
楊
興
が
主
人
の
楊
巡
検
か
ら
受
命
し
た
後
︑
帰
宅
し
て
女
房
と

別
れ
た
場
面
︵
第
一
二
回
︶
な
ど
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑
春
夫
訳
で
は
︑
前
半
と
比
べ
る
と
︑
後
半
の
省
略
が
多
い
の
は
明
ら
か
だ
が
︑
全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
整
っ
て
い
る
︒

即
ち
カ
ッ
ト
さ
れ
た
部
分
は
お
よ
そ
些
細
な
と
こ
ろ
な
の
で
︑
原
作
の
主
旨
に
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
も
殆
ど
影
響
が
な
い
︒
だ
か

ら
︑
当
時
の
﹁
時
日
と
紙
数
と
の
制
限
﹂
で
︑
春
夫
は
原
作
の
意
図
を
十
分
に
吞
み
込
ん
で
か
ら
取
捨
選
択
を
通
し
て
適
宜
に
削
除
を
施

し
た
の
で
あ
る
と
言
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
太
田
辰
夫
氏
は
︑
滝
沢
馬
琴
の
二
〇
回
本
の
﹃
平
妖
伝
﹄
に
対
す
る
傾
倒
を
批
判
し
た
後
︑
春
夫
訳
に
も
不
満
を
漏
ら
し

て
い
る
︒
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そ
の
訳
は
︑
詩
詞
な
ど
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の
は
す
べ
て
除
き
︑
話
の
筋
だ
け
と
し
て
い
る
︒
終
わ
り
に
近
く
は
こ
と
に
省
略
が
多
く
︑

第
三
十
五
回
な
ど
は
そ
の
大
半
を
省
略
し
て
い
る
︒
そ
の
部
分
は
胡
永
児
と
王
俊
の
こ
と
お
よ
び
趙
無
瑕
の
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ

で
︑
馮
夢
龍
の
増
補
の
部
分
で
あ
る
︒
佐
藤
氏
は
二
十
回
本
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
結
果
的
に
は
二
十
回
本
に
近
く
な
っ

て
い
る
︒
お
そ
ら
く
馮
の
増
補
が
ど
ぎ
つ
く
︑
い
や
ら
し
い
感
じ
が
す
る
し
︑
ま
た
全
体
的
な
統
一
を
破
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し

て
の
文
学
的
加
工
で
あ
ろ
う
︵

︶
︒
13

こ
の
よ
う
に
︑
太
田
氏
は
︑
春
夫
訳
を
﹁
話
の
筋
だ
け
﹂
と
か
︑﹁
二
十
回
本
に
近
く
な
っ
て
い
る
﹂
と
批
評
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑

以
下
の
事
実
を
辿
り
な
が
ら
︑
太
田
氏
の
論
議
に
賛
同
で
き
な
い
理
由
を
述
べ
て
み
る
︒

二
〇
回
本
は
﹁
胡
員
外
喜
逢
仙
画
／
張
院
君
怒
産
妖
胎
﹂
か
ら
始
ま
る
︒
し
か
し
春
夫
訳
は
︑
そ
の
依
拠
本
文
と
な
っ
た
四
〇
回
本
と

同
じ
く
﹁
授
剣
術
処
女
下
山
／
盗
法
書
袁
公
帰
洞
﹂
か
ら
始
ま
る
︒
主
な
人
物
の
来
歴
及
び
冒
頭
の
﹁
灯
花
婆
婆
﹂
の
物
語
は
二
〇
回
本

に
は
全
く
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ら
は
春
夫
訳
の
半
分
弱
の
紙
面
を
占
め
る
︒
従
っ
て
︑
所
謂
﹁
二
十
回
本
に
近
く
な
っ
て
い

る
﹂
と
い
う
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

な
お
太
田
氏
の
﹁
文
学
的
加
工
﹂
と
い
う
論
説
も
証
拠
が
足
り
な
い
︒
春
夫
は
中
国
文
学
に
取
材
し
た
翻
訳
・
翻
案
作
品
を
数
多
く
作

り
︑
そ
し
て
典
拠
に
拠
り
な
が
ら
も
多
か
れ
少
な
か
れ
改
変
・
加
筆
を
施
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
作
業
は
﹁
文
学
的
加
工
﹂
と
言

わ
れ
て
も
よ
い
︒
し
か
し
︑﹃
平
妖
伝
﹄
の
訳
出
は
例
外
で
あ
る
︒﹃
平
妖
伝
﹄
の
訳
文
に
省
略
の
部
分
が
随
所
に
あ
る
が
︑
訳
者
に
よ
る

改
変
・
加
筆
の
と
こ
ろ
は
見
つ
か
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
訳
者
は
﹁
文
学
的
加
工
﹂
を
せ
ず
直
訳
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
直
訳
の
理
由
は
﹃
平
妖
伝
﹄
の
内
容
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
長
編
作
品
で
は
︑
幻
術
で
人
を
惑
わ
す
妖
人

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
成
立
と
背
景
︱
︵
張
︶
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た
ち
が
跳
梁
跋
扈
す
る
︒
荒
唐
無
稽
の
神
魔
小
説
と
し
て
は
︑
春
夫
の
接
触
し
て
い
た
中
国
の
童
話
や
才
子
佳
人
式
の
通
俗
小
説
と
は
全

く
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
︒
佐
藤
春
夫
は
特
有
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
気
質
で
中
国
の
通
俗
小
説
に
共
鳴
し
や
す
く
︑
自
分
の
思

い
を
投
影
し
な
が
ら
自
由
自
在
に
改
作
で
き
る
作
家
︑
詩
人
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
神
魔
小
説
に
は
中
国
道
教
の
色
彩
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ

た
と
い
う
特
色
が
あ
る
︒
彼
は
そ
の
特
色
に
魅
了
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
得
意
な
﹁
文
学
的
加
工
﹂
を
捨
て
た
の
で
あ

ろ
う
︒

四
︑
春
夫
訳
に
お
け
る
特
色

中
国
で
は
︑﹃
平
妖
伝
﹄
は
﹃
西
遊
記
﹄︑﹃
封
神
榜
﹄
と
神
魔
小
説
の
三
部
の
傑
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
明
の
崇
禎
年
間
に
初
刻
さ
れ

た
短
編
白
話
小
説
集
で
あ
る
﹃
今
古
奇
観
﹄
の
笑
花
主
人
の
序
に
は
﹁
墨
憨
齋
増
補
平
妖
︑
窮
工
極
変
︑
不
失
本
末
︑
其
技
在
水
滸
三
国

之
間
︵

︶
﹂
と
︑﹃
平
妖
伝
﹄
に
対
す
る
好
評
が
あ
る
︒
魯
迅
は
﹃
中
国
小
説
史
略
﹄
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
な
神
魔
小
説
が
生
ま
れ
た
社
会

14

背
景
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

道
教
方
術
の
士
を
持
ち
上
げ
た
の
は
宋
の
宣
和
の
時
代
に
頂
点
に
達
す
る
が
︑
元
で
は
仏
教
に
帰
趨
し
た
と
は
い
え
︑
道
教
も
は
な

は
だ
盛
ん
で
あ
り
︑
む
ろ
ん
世
間
で
は
広
く
そ
れ
に
幻
惑
さ
れ
た
︒
明
代
の
初
め
に
は
少
し
く
衰
え
た
が
︑
中
頃
に
な
る
と
ま
た
も

極
め
て
華
々
し
く
な
っ
た
︒︵
略
︶
と
こ
ろ
で
歴
来
三
教
の
争
い
は
な
に
も
解
決
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
互
い
に
影
響
し

あ
っ
て
﹁
同
源
﹂
と
い
う
こ
と
に
し
た
︒
い
わ
ゆ
る
義
利
・
正
邪
・
善
悪
・
是
非
・
真
偽
と
い
っ
た
こ
と
を
︑
み
な
混
ぜ
た
う
え
で

整
理
し
︑
二
元
に
分
け
て
み
る
と
︑
専
用
の
言
葉
は
な
い
が
︑
神
・
魔
と
言
え
ば
︑
ま
ず
は
概
括
で
き
る
だ
ろ
う
︒
小
説
の
面
で
は
︑
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明
の
初
め
の
﹃
平
妖
伝
﹄
が
口
火
を
切
り
︑
そ
れ
に
続
く
作
品
は
夥
し
い
も
の
が
あ
る
︵

︶
︒
15

魯
迅
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
神
魔
小
説
で
は
神
が
体
制
側
︑
魔
が
反
体
制
側
で
あ
る
︒
神
魔
は
超
自
然
的
存
在
の
善
と
悪
の
こ
と
と
言
い

換
え
て
も
よ
い
︒﹃
平
妖
伝
﹄
を
は
じ
め
︑
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
妖
術
合
戦
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
作
品
が
多
い
が
︑
こ
こ
に
描
か

れ
る
道
教
の
実
態
は
︑
案
外
に
当
時
の
中
国
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
︒
か
れ
ら
が
信
奉
す
る
道
教
は
︑
老
子
の
哲
学
で
は
な
く
︑
神
仙

道
す
な
わ
ち
不
老
不
死
の
実
現
を
め
ざ
す
信
仰
な
の
で
あ
る
︒

佐
藤
春
夫
は
以
前
か
ら
中
国
の
古
典
作
品
に
秘
め
ら
れ
た
古
代
人
の
信
仰
問
題
を
洞
察
し
て
き
て
お
り
︑
ま
ず
﹃
太
平
広
記
﹄
か
ら
材

を
採
っ
た
﹁
徐
福
﹂﹁
仙
人
に
な
つ
た
人
﹂﹁
維
陽
の
十
友
﹂﹁
廬
山
人
﹂﹁
仙
術
の
い
た
づ
ら
﹂
な
ど
の
仙
人
の
話
を
﹃
支
那
童
話
集
﹄︵
前

出
︶
に
ま
と
め
た
︒
そ
れ
に
続
き
︑
神
仙
︑
道
士
︑
仏
教
の
諸
菩
薩
ま
で
組
み
入
れ
た
長
編
﹃
平
妖
伝
﹄
を
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
春
夫
訳
の
﹃
平
妖
伝
﹄
に
は
省
略
の
部
分
が
か
な
り
あ
る
が
︑
依
拠
し
た
四
〇
回
本
に
見
ら
れ
る
各
種
の
道
教
の
方

術
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
神
魔
小
説
の
特
色
と
し
て
春
夫
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
次
に
︑
そ
の
よ
う
な

箇
所
を
抽
出
し
つ
つ
︑
中
国
古
典
の
翻
訳
に
見
る
春
夫
の
捉
え
方
を
改
め
て
確
認
し
た
い
︒︵
頁
数
は
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
九
巻
の

も
の
︒
以
下
同
様
︶

︵
１
︶
第
一
三
回
﹁
東
荘
を
閉
じ
楊
春

金
を
点
じ
／
法
壇
を
築
き
聖
姑

法
を
煉
る
﹂

老
婆
は
口
中
に
呪
文
を
念
じ
︑
石
上
を
め
が
け
て
一
吐
き
唾
を
し
た
︒
細
い
霧
が
落
つ
る
や
う
で
あ
つ
た
が
︑
急
に
手
の
掌
で
石
を

擦
る
と
︑
凡
そ
掌
の
触
れ
た
と
こ
ろ
は
み
な
紫
金
の
色
に
な
つ
た
︒
や
が
て
千
斤
も
あ
る
一
塊
の
太
湖
石
は
き
ら
き
ら
と
し
て
金
塊

に
変
じ
た
︒︵
一
二
七
頁
︶

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
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︱
︵
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︶
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︵
２
︶
第
一
七
回
﹁
博
平
県
に
て
張
鸞

雨
を
祈
り
／
五
竜
壇
に
て
左
黜

法
を
闘
わ
す
﹂

県
令
﹁
先
生
の
お
や
り
に
な
る
の
は
月
孛
の
法
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
︒﹂

張
鸞
﹁
い
や
月
孛
の
法
で
は
な
く
︑
日じ
つ

黒こ
く

の
法
で
す
︒
太
陽
を
黒
く
す
れ
ば
︑
雨
が
降
ら
ぬ
道
理
は
あ
り
ま
せ
ん
︒﹂︵
一
五
四
頁
︶

︵
３
︶
第
二
〇
回
﹁
胡
洪
怒
っ
て
如
意
冊
を
焼
き
／
永
児

夜

相
国
寺
に
赴
く
﹂

す
ぐ
に
今
解
い
た
ば
か
り
の
麻
紐
に
︑
昼
の
う
ち
老
婆
が
拵
へ
た
完
全
な
一
文
の
銅
銭
を
通
し
︑
下
衣
の
帯
を
解
い
て
紐
に
結
び
目

を
つ
く
り
︑
そ
れ
を
地
上
に
置
き
︑
顔
洗
桶
で
蓋
を
し
た
︒
水
甕
か
ら
一
椀
の
水
を
く
ん
で
手
に
持
ち
︑
呪
文
を
七
遍
唱
へ
︑
口
に

水
を
含
ん
で
下
方
へ
向
つ
て
一
吹
き
し
︑
カ
ツ
と
言
つ
た
︒
水
椀
を
置
い
て
か
ら
顔
洗
桶
を
あ
げ
て
見
る
と
︑
青
い
椀
の
や
う
に
一

山
の
銅
銭
が
出
来
て
ゐ
た
︒︵
一
七
九
頁
︶

︵
４
︶
同
右

老
婆
﹁
此
処
は
大
相
国
の
寺
中
で
仏
塔
の
第
一
層
だ
︒
人
は
や
つ
て
来
な
い
し
︑
お
前
を
教
へ
る
に
恰
好
の
と
こ
ろ
だ
︒
先
づ
お
前

に
飛
形
法
を
教
へ
て
あ
げ
よ
う
︒
そ
れ
は
窓
か
ら
で
も
隙
間
か
ら
で
も
這
入
れ
る
の
だ
か
ら
出
入
に
門
を
開
け
る
必
要
が
な
い
︒
次

に
飛
行
法
を
教
へ
て
あ
げ
よ
う
︑
木
の
腰
掛
に
跨
つ
て
呪
文
を
念
じ
る
と
腰
掛
は
心
の
ま
ま
に
変
化
し
て
空
へ
騰
つ
て
行
く
︒
お
前

は
さ
う
し
て
︑
毎
晩
来
た
り
行
つ
た
り
す
れ
ば
何
と
い
ふ
便
利
な
こ
と
で
あ
ら
う
︒﹂︵
一
八
五
頁
︶

︵
５
︶
第
二
一
回
﹁
平
安
街
に
員
外

重
ね
て
興
り
／
胡
永
児

豆
人
紙
馬
を
戦
わ
す
﹂

永
児
は
そ
の
朱
い
葫
蘆
の
栓
を
抜
い
た
︒
そ
れ
を
傾
け
る
と
二
百
粒
ば
か
り
の
赤
豆
と
︑
ず
た
ず
た
に
切
つ
た
稲
草
と
が
地
上
へ
出

た
︒
口
中
に
呪
文
を
唱
へ
口
に
水
を
含
ん
で
一
噴
き
し
︑
声
を
は
げ
ま
し
て
言
つ
た
︒﹁
早
く
﹂
と
︑
三
尺
ば
か
り
の
人
馬
に
な
り
︑

み
な
紅
い
胄
よ
ろ
ひ

紅
い
甲
︑
紅
い
袍
し
た
ぎ

に
紅
い
紐
︑
紅
い
旗は
た

指さ
し

物も
の

に
赤
馬
で
地
上
を
一
か
た
ま
り
に
な
つ
て
駈
け
め
ぐ
り
一
ケ
の
陣
勢
を
布

い
た
︒︵
略
︶
永
児
は
ま
た
一
つ
の
白
い
葫
蘆
を
と
つ
て
栓
を
抜
き
︑
そ
れ
を
傾
け
て
二
百
粒
ば
か
り
の
白
豆
と
︑
ず
た
ず
た
に
切
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つ
た
稲
草
を
地
上
へ
出
し
た
︒
口
中
に
呪
文
を
唱
へ
水
を
含
ん
で
一
噴
き
し
︑
声
を
は
げ
ま
し
て
言
つ
た
︒﹁
早
く
﹂
と
︑
三
尺
ば

か
り
の
人
馬
に
変
じ
た
︒
み
な
白
い
胄
に
白
い
甲
︑
白
い
袍
に
白
い
紐
︑
白
い
旗
指
物
に
白
馬
で
︑
ま
る
で
銀
牆
鉄
壁
の
や
う
に
ま

た
一
個
の
陣
勢
を
布
い
た
︒︵
略
︶
永
児
は
頭
上
か
ら
一
本
の
金
簪
を
抜
き
︑
声
を
は
げ
ま
し
て
言
つ
た
︒﹁
変
れ
！
﹂
手
中
の
簪
は

一
振
の
剣
に
変
つ
た
︒
そ
れ
を
両
方
の
軍
馬
に
指
し
な
が
ら
声
を
は
げ
ま
し
て
言
つ
た
︒﹁
交
戦
！
﹂
両
方
の
軍
馬
は
迫
り
あ
つ
て

喊
声
は
天
に
達
し
た
︒︵
一
九
一
頁
︶

こ
の
よ
う
に
︵
１
︶
～
︵
５
︶
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
点
金
術
︑
祈
雨
術
︑
変
銭
法
︑
飛
行
法
︑
豆
人
紙
馬
の
戦
術
を
例
と
し
て
取
り
あ
げ

た
︒
こ
の
類
の
道
教
の
法
術
は
そ
の
ま
ま
春
夫
訳
に
全
て
現
れ
て
い
る
︒
他
に
︑
例
え
ば
︑
厭
人
之
術
︵
九
回
︶︑
錬
金
術
︵
一
三
回
︶︑

水
遁
之
法
︵
一
七
回
︶︑
変
米
法
と
替
身
法
︵
二
〇
回
︶︑
賞
双
月
︵
二
六
回
︶︑
水
火
葫
蘆
︵
二
八
回
︶︑
白
馬
迷
軍
之
法
︵
三
八
回
︶︑
五
雷

天
心
正
法
︵
三
八
回
︶︑
禁
人
法
と
隠
身
法
︵
三
九
回
︶
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
中
国
で
広
く
流
布
し
た
が
︑
実
際
は
仙
術
か
妖
術
か
が

分
け
に
く
い
︒
中
国
で
は
︑﹃
平
妖
伝
﹄
は
道
教
の
方
術
の
百
科
全
書
の
如
く
︑
中
国
人
の
思
想
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
道
教
を
さ
ぐ
る

た
め
の
︑
他
に
類
を
見
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
佐
藤
春
夫
は
︑
道
教
が
中
国
人
の
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
理
解

し
た
う
え
で
︑
そ
の
要
点
を
尽
く
し
て
﹃
平
妖
伝
﹄
を
訳
し
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
︒

な
お
︑﹃
平
妖
伝
﹄
に
籠
め
ら
れ
た
道
士
へ
の
諷
刺
と
特
有
の
ユ
ー
モ
ア
が
春
夫
訳
に
は
保
留
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
第
六
回
で
︑

賈
道
士
に
言
い
寄
ら
れ
た
胡
媚
児
が
思
い
つ
い
た
奇
妙
な
策
略
だ
っ
た
︒
媚
児
は
ま
ず
︑
賈
道
士
に
﹁
夜
中
に
母
が
眠
っ
て
か
ら
妾
は

こ
っ
そ
り
楼
を
下
り
て
参
り
ま
す
か
ら
︑
あ
そ
こ
の
寝
台
で
貴
方
と
お
会
い
い
た
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
返
事
す
る
︒
一
方
︑
も
う
一
人
︑
媚

児
に
心
を
惹
か
れ
た
乜ニ
エ

道
人
に
も
︑
少
し
早
め
に
あ
の
寝
台
で
会
い
ま
し
ょ
う
︑
と
約
束
す
る
︒
果
し
て
そ
の
夜
︑
二
人
の
道
士
が
い
そ

い
そ
と
寝
台
へ
や
っ
て
く
る
が
︑
互
い
に
時
間
が
ず
れ
て
い
る
︒
後
か
ら
来
た
賈
道
士
は
︑
寝
台
に
人
の
気
配
が
あ
る
の
を
知
り
︑
彼
女

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
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立
と
背
景
︱
︵
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︶
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が
も
う
来
て
く
れ
て
い
た
と
思
っ
て
︑
先
に
寝
台
に
来
た
乜
道
人
を
抱
き
し
め
る
︒﹁
媚
児
の
謀
に
う
ま
う
ま
と
た
ぶ
ら
か
さ
れ
た
両
人

の
色
男
先
生
は
︑
一
つ
の
寝
台
の
う
ち
で
暗
中
模
索
の
結
果
大
い
に
驚
き
互
に
名
告
り
合
っ
て
︑
さ
て
こ
う
な
っ
て
は
仕
方
が
な
い
と
い

う
の
で
飛
ん
だ
笑
い
話
を
演
出
す
る
﹂
と
︑
訳
出
さ
れ
た
︒

第
一
一
回
に
は
︑
盲
目
に
道
教
を
信
奉
す
る
楊
巡
検
の
愚
か
さ
を
皮
肉
る
一
節
が
あ
る
︒
重
病
の
奥
さ
ん
の
た
め
に
︑
楊
は
狐
精
聖
姑

姑
の
法
術
を
信
じ
る
か
ら
︑
彼
女
に
普
賢
菩
薩
の
御
水
を
頼
ん
だ
︒
聖
姑
姑
は
﹁
大
胆
に
も
寝
室
へ
は
ひ
つ
て
茶
碗
に
ジ
ャ
ジ
ャ
と
尿
を

ひ
つ
て
︑
勿
体
さ
う
に
捧
げ
て
出
て
老
婦
に
渡
し
た
﹂︒
老
婦
は
そ
れ
を
持
っ
て
帰
っ
て
楊
に
献
じ
た
︒
楊
は
全
く
の
仙
丹
妙
薬
と
信
じ
︑

女
中
に
奥
さ
ん
の
頭
を
起
さ
せ
︑
自
ら
碗
の
中
の
狐
の
尿
を
奥
さ
ん
の
口
の
内
へ
注
い
で
や
っ
た
︒

五
︑
誤
訳
︑
誤
写
に
つ
い
て

山
敷
和
男
氏
は
﹁﹃
平
妖
伝
﹄
を
改
造
文
庫
で
か
つ
て
読
ん
だ
記
憶
で
は
随
分
か
た
く
る
し
い
用
語
が
残
っ
て
お
り
︑
春
夫
が
ど
の
程

度
手
を
加
え
た
か
わ
か
ら
な
い
︵

︶
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
だ
が
原
作
の
意
図
を
守
る
た
め
に
直
訳
を
選
ん
だ
訳
者
は
誰
で
も
︑
原
作
の
枠
に

16

束
縛
さ
れ
や
す
く
言
葉
の
表
現
上
に
硬
く
な
る
傾
向
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
︑
紙
面
の
関
係
で
︑
硬
い
表
現
の
訳
文
は
省
略
し
た

が
︑
そ
の
代
り
に
誤
訳
と
誤
写
の
問
題
に
少
し
触
れ
て
み
た
い
︒
そ
の
誤
訳
と
誤
写
の
中
か
ら
一
部
を
次
に
挙
げ
て
み
よ
う
︒︵
原
文
に

は
◇
を
︑
訳
文
に
は
◆
を
記
し
︑
傍
線
部
は
筆
者
が
付
し
た
︒
︶

◇
亭
上
有
個
匾
額
︑
写
﹁
采
蓮
舫
﹂
三
字
︑
旁
注
探
花
馮
拯
題
︒︵
第
九
回
︶

◆
亭
に
は
扁
額
が
掛
け
ら
れ
て
採
蓮
舫
の
三
字
が
書
か
れ
傍
に
江
探
花
馮
極
題
と
あ
る
︒
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中
国
の
科
挙
制
度
で
︑
殿
試
で
首
席
及
第
者
は
﹁
状
元
﹂︑
第
二
位
は
﹁
榜
眼
﹂︑
第
三
位
は
﹁
探
花
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
訳
者
は
﹁
探
花
﹂

の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
か
︑
ま
た
﹁
注
﹂
を
﹁
江
﹂
と
見
違
え
て
﹁
江
探
花
﹂
と
し
た
︒
一
般
的
に
﹁
極
﹂
と
い
う
字
は
中
国

の
人
名
に
は
殆
ど
使
わ
な
い
が
︑﹁
拯
﹂
と
い
う
字
は
男
性
の
人
名
に
多
く
使
用
さ
れ
る
︒
ま
た
﹃
平
妖
伝
﹄
に
も
登
場
し
た
宋
の
都
開

封
府
知
事
の
包
拯
と
言
う
と
︑
そ
れ
を
知
ら
な
い
中
国
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
﹁
馮
極
﹂
は
﹁
馮
拯
﹂
の
誤
り
と
考
え
る
︒
従
っ
て
︑

﹁
亭
に
は
匾
額
が
掛
け
ら
れ
︑
採
蓮
舫
の
三
字
が
書
い
て
あ
り
︑
傍
ら
に
探
花
馮
拯
書
と
注
し
て
あ
る
﹂︵
筆
者
訳
︶
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
︒

◇
乗
此
機
会
︑
勧
他
起
個
無
遮
大
会
︑
保
禳
奶
奶
安
康
︒
那
時
僧
道
畢
集
︑
必
有
所
聞
矣
︒︵
第
一
一
回
︶

◆
こ
の
機
会
に
乗
じ
て
︑
彼
に
勧
め
て
無
礼
講
を
や
ら
せ
︑
奶
奶
の
平
癒
を
祈
ら
せ
た
な
ら
︑
そ
の
時
に
必
ず
僧
侶
や
道
士
が
寄
り
集

る
か
ら
屹
度
何
と
か
噂
が
聞
か
れ
る
と
考
え
た
︒

｢無
遮
﹂
は
仏
語
で
︑
寛
容
で
遮
る
こ
と
が
な
い
こ
と
︒﹁
無
遮
大
会
﹂
は
貴
賎
・
僧
俗
・
上
下
・
男
女
の
区
別
が
な
く
誰
に
で
も
財
施
・

法
施
を
行
う
法
会
を
指
す
︒﹁
無
礼
講
﹂
は
地
位
や
身
分
の
上
下
を
取
り
払
い
楽
し
む
と
い
う
趣
旨
の
宴
会
を
指
す
︒
仏
教
と
の
関
わ
り

が
あ
る
か
否
か
に
は
両
者
の
差
が
存
在
す
る
か
ら
︑﹁
無
礼
講
﹂
と
訳
さ
れ
た
の
は
誤
っ
て
お
り
︑﹁
無
遮
大
会
﹂
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
位
個
道
場
名
為
無
遮
大
会
︑
或
是
講
経
︑
明
心
見
性
﹂︑﹁
本
宅
因
家
眷
不
安
︑
発
心
啓
建
無
遮
大
会
﹂
と
い
う
二
箇
所
に
﹁
無

遮
大
会
﹂
が
あ
り
︑
こ
の
箇
所
は
皆
﹁
無
遮
大
会
﹂
と
訳
さ
れ
て
お
り
︑
正
し
い
︒

◇
就
是
你
朝
暮
問
他
︑
他
那
里
也
不
知
道
︑
可
不
枉
了
︒︵
第
一
二
回
︶

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
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察

︱
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◆
そ
れ
を
貴
方
は
明
け
暮
れ
私
に
お
尋
ね
に
な
る
が
︑
彼
等
が
何
処
に
い
る
か
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
は
私
に
は
と
て
も
出
来
な
い
こ
と

で
す
︒

賈
道
士
は
媚
児
に
魅
さ
れ
︑
彼
女
と
別
れ
た
後
︑
夢
幻
の
中
で
も
思
い
つ
づ
け
︑
毎
日
︑
弟
子
の
瘸
児
︵
媚
児
の
兄
︶
に
彼
女
の
消
息

を
聞
く
︒
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
の
は
瘸
児
の
答
え
で
あ
る
︒
こ
の
辺
り
の
春
夫
訳
は
原
文
の
意
を
離
れ
た
し
︑
ま
た
﹁
枉
﹂
の
訳
出
を
省

い
て
い
る
︒﹁
他
那
里
也
不
知
道
﹂
の
﹁
他
﹂
は
︑
新
文
化
運
動
︵
二
〇
世
紀
初
期
︶
ま
で
男
女
を
問
わ
ず
に
第
三
人
称
の
代
名
詞
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
は
媚
児
を
指
す
︒
つ
ま
り
媚
児
の
ほ
う
は
賈
道
士
の
片
思
い
を
知
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
︑﹁
貴
方

は
明
け
暮
れ
彼
女
の
こ
と
を
私
に
お
尋
ね
に
な
る
ん
で
す
が
︑
彼
女
の
ほ
う
は
貴
方
の
御
気
持
を
知
ら
な
い
ん
だ
か
ら
︑
む
だ
じ
ゃ
な
い

で
す
か
﹂︵
筆
者
訳
︶
と
訳
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
人
名
︑
呼
び
方
や
官
職
名
な
ど
が
不
統
一
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
第
五
回
の
﹁
乜
道
人
﹂
の
初
登
場
の
二
箇
所
︑﹁
こ

の
廟
の
香
火
の
番
を
す
る
斜
眼
道
人
﹂︑﹁
斜
眼
道
人
か
ら
一
人
の
美
し
い
百
姓
娘
が
井
亭
の
内
に
坐
っ
て
い
る
と
聞
い
て
は
﹂
で
は
︑
原

文
の
﹁
乜
道
人
﹂
を
﹁
斜
眼
道
人
﹂
と
し
た
︒
後
に
︑
春
夫
は
﹁
乜
﹂
が
そ
の
道
人
の
苗
字
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
︑
途
中
で
﹁
乜
道
人
﹂

と
変
更
し
た
だ
ろ
う
︒

同
じ
第
五
回
で
︑
聖
姑
姑
親
子
三
人
は
崋
山
へ
参
詣
す
る
途
中
︑
大
雪
に
遭
い
︑
娘
媚
児
に
惹
か
れ
た
関
王
廟
の
道
士
賈
清
風
の
誘
い

で
そ
の
廟
に
宿
泊
す
る
︒
聖
姑
姑
は
賈
道
士
に
﹁
す
な
お
に
坐
っ
て
和
尚
様
の
ご
親
切
を
無
に
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
ん
だ
よ
﹂
と
感
謝
し
︑

後
に
﹁
い
っ
そ
瘸
児
を
和
尚
さ
ん
に
あ
ず
け
て
弟
子
に
し
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
い
﹂
と
頼
ん
だ
︒
こ
ん
な
ふ
う
に
第
六
回
ま
で
の
原
文
の

﹁
法
官
﹂
は
全
て
﹁
和
尚
﹂
と
な
お
さ
れ
た
︒
前
後
の
文
脈
に
拠
り
︑﹁
法
官
﹂
を
﹁
道
士
﹂
と
訳
す
れ
ば
正
確
で
あ
る
と
思
う
︒

翻
訳
を
論
ず
る
際
に
︑
誤
写
或
は
誤
植
の
問
題
を
軽
ん
じ
て
は
い
け
な
い
︒﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
九
巻
﹁
解
題
﹂
に
︻
本
文
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校
訂
上
の
注
記
︼
と
い
う
題
目
の
下
で
訂
正
が
か
な
り
多
く
入
っ
て
い
る
︒
こ
れ
以
外
に
︑
中
国
語
版
の
四
〇
回
本
﹃
平
妖
伝
﹄︵
前
出
︶

に
照
ら
し
︑
さ
ら
に
誤
り
が
見
つ
か
っ
た
︒
そ
れ
ら
は
︑
以
下
の
表
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
な
お
︑
表
の
上
段
の
頁
数
等
は
﹃
定
本
佐
藤
春

夫
全
集
﹄
の
も
の
で
あ
る
︒

頁
・
段
・
行

誤

正

原

文

上
75

5

王
枢
密
伯
の
公
子

王
枢
密
の
公
子

王
枢
密
的
公
子

上
80

13

羅
家
畋

羅
家
畈

羅
家
畈

上
166

7

間
雲
の
棲
居

閑
雲
の
棲
居

閑
雲
来
住

上
171

20

姓
を
縻
︑
名
を
必
達

姓
を
糜
︑
名
を
必
達

姓
糜
︑
名
必
達

下
179

20

青
い
椀
の
や
う
に

青
い
蛇
の
や
う
に

青
蛇
也
似

上
191

22

銀
牆
鉄
壁

銅
牆
鉄
壁

銅
牆
鉄
壁

上
216

13

く

り

皁
角
の
実
を
東
京
へ
売
り
に

サ
イ
カ
チ

皂
角
を
東
京
へ
売
り
に
行
く

販
皂
角
去
東
京

下
288

12

叚
雷

段
雷

段
雷

上
290

8

伝
家
曈

傅
家
曈

傅
家
曈

上
296

23

狄
青
可
を
広
南
に
専
任
し

狄
青
を
広
南
に
専
任
す
べ
き

狄
青
可
専
任
広
南

上
304

5

二
日
の
内
に

三
日
の
内
に

三
日
之
内

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
成
立
と
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景
︱
︵
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︶
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お

わ

り

に

春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
幸
田
露
伴
の
意
向
を
体
し
て
翻
訳
さ
れ
た
︒
そ
し
て
四
〇
回
本
の
依
拠
本
文
の
主
旨
を
尊

重
し
︑
そ
の
内
容
に
忠
実
な
翻
訳
を
施
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

だ
が
︑
同
じ
昭
和
四
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
車
塵
集
﹄
に
比
較
す
れ
ば
︑
当
時
の
﹃
平
妖
伝
﹄
に
対
す
る
評
価
は
低
い
︒﹃
車
塵
集
﹄
は

詩
人
の
想
像
力
を
駆
使
し
て
韻
律
美
し
く
歌
い
か
え
て
は
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
原
詩
の
詩
想
の
一
部
は
犠
牲
に
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
﹃
車

塵
集
﹄
は
︑
訳
者
自
身
の
千
代
子
へ
の
思
慕
を
託
し
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
厳
密
に
言
え
ば
︑
半
創
作
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

し
か
し
︑﹃
平
妖
伝
﹄
は
春
夫
の
本
格
的
な
翻
訳
作
品
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
春
夫
自
身
の
創
作
が
一
切
見
ら
れ
な
い
︒
表
現
上
︑
か
た

く
る
し
い
と
か
︑
省
略
が
多
す
ぎ
る
と
か
︑
ま
た
訳
文
の
中
に
誤
訳
︑
誤
写
な
ど
の
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
︑
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
特

色
と
価
値
と
が
貶
め
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
林
羅
山
を
は
じ
め
﹃
平
妖
伝
﹄
の
邦
訳
を
試
み
た
人
は
少
な
く
は
な
い
が
︑
完
訳
を
果
た
し
た
人
は
一

人
も
い
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
昭
和
初
期
の
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
は
︑
日
本
文
学
史
上
︑
最
初
の
完
訳
で
あ
る
︒

春
夫
の
他
の
翻
訳
・
翻
案
作
︑
例
え
ば
﹃
聊
斎
志
異
﹄
の
よ
う
な
中
国
の
通
俗
小
説
に
取
材
す
る
場
合
︑
中
国
の
伝
統
的
な
も
の
を
︑

そ
れ
に
近
い
日
本
の
も
の
に
改
変
す
る
と
い
っ
た
態
度
が
貫
か
れ
て
い
た
︒
だ
が
﹃
平
妖
伝
﹄
に
は
こ
の
春
夫
ら
し
い
翻
訳
の
態
度
は
消

失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒﹁
時
日
と
枚
数
と
の
束
縛
﹂
で
︑
原
作
の
主
旨
を
厳
守
す
る
こ
と
を
前
提
に
︑
一
部
分
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
詩
文

と
説
明
文
を
カ
ッ
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
春
夫
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
︒
そ
の
よ
う
な
省
略
以
外
に
︑
具
体
的
に
人
物

の
服
装
︑
台
詞
か
ら
︑
各
地
の
風
景
︑
習
慣
︑
諺
︑
さ
ら
に
道
教
関
連
の
仙
術
︑
妖
術
ま
で
も
原
作
の
ま
ま
に
直
訳
を
行
っ
た
︒
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言
い
換
え
れ
ば
︑
中
国
の
道
教
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
こ
の
神
魔
小
説
の
特
色
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
春
夫
は
得
意
な
﹁
文
学
的
加
工
﹂

を
捨
て
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
に
直
訳
を
選
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
日
中
文
化
の
差
異
︑
特
に
言
語
上
︵
表
現
︑
表
記
︶
の
差
異
に
よ
っ

て
︑
誤
訳
︑
誤
植
な
ど
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
を
通
し
て
︑
私
た
ち
は
古
代
中
国
人
の
信
仰
や
道
教

方
術
な
ど
を
お
よ
そ
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
書
は
佐
藤
春
夫
に
お
け
る
中
国
文
学
の
翻
訳
の
分
野
で
は
︑
新
し
い
価

値
と
意
義
と
を
付
与
し
た
と
言
え
る
︒
こ
う
し
て
︑
千
代
夫
人
へ
の
愛
は
︑﹃
車
塵
集
﹄
に
次
い
で
︑
日
本
の
翻
訳
文
学
に
新
た
な
地
平

を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

注
︵
１
︶
魯
迅
﹃
中
国
小
説
史
略
﹄︵
今
村
与
志
雄
訳
・
ち
く
ま
文
庫
・
全
二
巻
も
し
く
は
中
島
長
文
訳
・
平
凡
社
東
洋
文
庫
・
全
二
巻
︶
に
よ
れ
ば
︑﹃
平

妖
伝
﹄
は
﹃
西
遊
記
﹄
と
同
じ
く
神
魔
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
︒
神
魔
小
説
と
は
要
す
る
に
妖
怪
退
治
の
物
語
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︵
２
︶
羅
貫
中
は
︑
ほ
ぼ
元
末
明
初
の
人
︑
生
没
年
未
詳
︒
羅
は
﹃
忠
義
水
滸
伝
﹄﹃
三
国
志
通
俗
演
義
﹄﹃
隋
唐
両
朝
志
伝
﹄﹃
残
唐
五
代
史
演
義
﹄
等
の

通
俗
白
話
小
説
の
編
者
と
さ
れ
る
︒

︵
３
︶
馮
夢
龍
︵
一
五
七
四
～
一
六
四
六
︶
は
︑
字
を
猶
龍
︑
ま
た
子
猶
と
言
い
︑
龍
子
猶
と
署
名
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
馮
は
注
釈
書
も
含
め
︑
小
説
と

雑
著
を
書
く
が
︑
そ
の
多
く
は
増
補
や
編
訂
で
あ
り
︑
自
身
に
よ
る
創
作
は
少
な
い
︒
泰
昌
元
年
︑
彼
は
四
七
歳
の
時
に
は
﹃
平
妖
伝
﹄
の
増
補

本
を
出
版
し
︑
そ
の
後
引
き
続
い
て
名
作
﹁
三
言
﹂
即
ち
﹃
喩
世
明
言
﹄﹃
警
世
通
言
﹄﹃
醒
世
恒
言
﹄
を
編
纂
し
た
︒

︵
４
︶
王
則
の
反
乱
は
﹃
続
資
治
通
鑑
長
編
﹄
巻
一
六
一
・
一
六
二
︑﹃
宋
朝
事
実
﹄
一
六
︑﹃
東
都
事
略
﹄
六
三
﹁
明
鎬
伝
﹂︑
六
七
﹁
文
彦
博
伝
﹂︑﹃
宋

史
﹄
二
九
二
﹁
明
鎬
伝
﹂
そ
の
他
に
見
え
る
︒
史
実
で
の
王
則
の
反
乱
は
弥
勒
教
を
基
盤
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
神
や
妖
怪
が
関
わ
っ
て
い

た
と
い
う
記
述
は
な
い
︒
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﹃
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︱
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︱
︵
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︵
５
︶
馮
夢
龍
作
・
太
田
辰
夫
訳
﹃
中
国
古
典
文
学
大
系
﹄
三
六
巻
﹃
平
妖
伝
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
六
七
年
一
一
月
︶
四
〇
一
～
四
〇
二
頁
︒
太
田
辰
夫
氏

の
翻
訳
原
典
は
内
閣
文
庫
蔵
﹃
天
許
斎
批
点
北
宋
三
遂
平
妖
伝
﹄
で
あ
る
︒

︵
６
︶
注
︵
５
︶
と
同
じ
︒
四
一
六
頁
︒

︵
７
︶
注
︵
５
︶
と
同
じ
︒
四
一
七
頁
︒

︵
８
︶﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
三
四
巻
︵
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
︶
一
四
七
～
一
四
八
頁
︒

︵
９
︶
吉
川
発
輝
﹃
佐
藤
春
夫
﹃
車
塵
集
﹄
︱
中
国
歴
朝
名
媛
詩
の
比
較
研
究
﹄︵
新
典
社
︑
平
成
元
年
一
月
︶
一
四
頁
︒

︵

︶
注
︵
８
︶
と
同
じ
︒
一
四
七
頁
︒

10
︵

︶
中
国
で
は
︑
馮
夢
龍
四
〇
回
本
に
つ
い
て
は
︑
次
の
二
種
の
排
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

11

⒜
羅
貫
中
・
馮
夢
龍
著
﹃
平
妖
伝
﹄︑
豫
章
書
社
出
版
︑
一
九
八
一
年
一
月
第
一
版
江
西
第
一
印
刷
︑
平
装
一
冊
三
五
八
頁
︒

⒝
羅
貫
中
・
馮
夢
龍
著
﹃
平
妖
伝
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
五
月
新
一
版
︑
平
装
一
冊
二
五
五
頁
︒
本
書
は
馮
夢
龍
の
増
補
本
に
最

も
近
い
清
の
道
光
一
〇
年
の
刊
本
に
拠
る
排
印
本
で
あ
り
︑
一
九
五
六
年
上
海
古
典
文
学
出
版
社
版
の
旧
紙
型
を
用
い
た
重
印
本
で
あ
る
︒

︵

︶
注
︵
８
︶
と
同
じ
︒
一
四
九
頁
︒

12
︵

︶
注
︵
５
︶
と
同
じ
︒
四
一
九
頁
︒

13
︵

︶
原
文
は
﹃
今
古
奇
観
﹄︵
岳
麓
書
社
﹇
中
国
湖
南
省
長
沙
市
﹈︑
一
九
九
二
年
一
一
月
︶
を
使
用
し
た
︒

14
︵

︶
魯
迅
著
・
中
島
長
文
訳
﹃
中
国
小
説
史
略
﹄
２
︵
平
凡
社
︑
一
九
九
七
年
七
月
︶
九
頁
︒

15
︵

︶
山
敷
和
男
﹁
佐
藤
春
夫
訳
﹁
百
花
村
物
語
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
国
古
典
研
究
﹄
第
四
六
号
︑
二
〇
〇
一
年
一
二
月
︶
九
六
頁
︒

16
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※
本
稿
は
︑
平
成
二
四
年
度
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
大
会
︵
六
月
三
〇
日
︑
於
三
重
大
学
︶
で
の
講
演
を
基
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
本

研
究
は
平
成
二
三
年
度
～
二
四
年
度
の
津
田
学
術
振
興
基
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
御
支
援
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
ち
ょ
う

ぶ
ん
こ
う
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
河
南
師
範
大
学
准
教
授
︶

佐
藤
春
夫
訳
﹃
平
妖
伝
﹄
の
考
察

︱
そ
の
成
立
と
背
景
︱
︵
張
︶
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