
楊
貴
妃
と
狐
と
熊
野
参
詣
ブ
ー
ム
の
始
ま
り 

―

中
世
の
熊
野
信
仰
の
正
体
に
関
す
る
仮
説
２―

 
 
  

蓑

⾍ 

 
は
じ
め
に 

 

前
回
︑﹃
熊
野
﹄
Ｎ
ｏ

１
５
７
に
﹃
楊
貴
妃
と
熊
野
信
仰
﹄
と
し
て

﹁
熊
野
信
仰
に
楊
貴
妃
信
仰
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
﹂
そ
の
楊
貴
妃
信

仰
が
少
な
く
と
も
︑﹁
９
０
７
年
の
宇
多
法
皇
の
熊
野
参
詣
に
ま
で
遡
れ

る
﹂
こ
と
を
証
明
し
た
︒
さ
ら
に
︑
李
⽩
や
杜
甫
︑
⽩
居
易
が
﹁
楊
貴

妃
を
⻄
王
⺟
に
例
え
て
い
た
﹂
こ
と
を
⽰
し
︑
そ
の
⻄
王
⺟
に
仕
え
る

聖
獣
︑﹁
三
⾜
烏
﹂︵
⼋
咫
烏
︶﹃
蟾
蜍
﹄︵
ゴ
ト
ビ
キ
︶﹁
九
尾
狐
﹂︵
稲
荷
︶

が
熊
野
に
も
⾒
ら
れ
る
こ
と
を
⽰
し
た
︒ 

今
回
も
︑
編
集
者
の
好
意
を
い
た
だ
き
︑
前
回
に
引
き
続
き
︑
誌
⾯

を
汚
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
︒ 

そ
こ
で
︑
今
回
は
︑
そ
の
続
き
と
し
て
︑
こ
の
聖
獣
の
中
の
﹁
狐
﹂

︵
九
尾
狐
・
稲
荷
︶
に
焦
点
を
あ
て
る
︒
こ
の
﹁
狐
︵
稲
荷
︶﹂
の
信
仰
の

正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

て
︑
⽩
河
法
皇
の
時
代
か
ら
始
ま

る
熊
野
参
詣
ブ

ム
が
何
故
起
こ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
︑

熊
野
信
仰
が
楊
貴
妃
信
仰
で
あ
る
こ
と
の
さ
ら
な
る
裏
付
け
を
⾏
い
た

い
︒ 

一
 
熊
野
と
稲
荷
信
仰 

 

狐
︵
稲
荷
︶
が
熊
野
信
仰
と
密
接
に
関
わ

て
い
る
こ
と
は
︑
最
近
︑

切
⽬
王
⼦
と
稲
荷
の
関
係
で
︑
い
く
つ
か
の
論
⽂
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る ⑴

︒
ま
た
︑
切
⽬
王
⼦
の
地
域
の
⼈
々
が
︑
ふ
る
さ
と
の
歴
史
﹃
切

⽬
王
⼦
の
も
の
が
た
り
﹄
と
い
う
⼩
冊
⼦
︵
絵
本
︶
を
作

て
い
る
︒ 

こ
れ
は
︑
室
町
時
代
に
書
か
れ
た
﹃
宝
蔵
絵
詞
﹄
⽂
安
２
年
︵
１
４
４

６
︶
を
元
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
だ
︒ 

こ
の
切
⽬
王
⼦
の
お
話
の
内
容
を
分
析
す
る
と
︑
と
て
も
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
が
︑
論
考
の
進
⾏
上
︑
現
時
点
で
は
説
明
が
出
来
な
い
︒
 
 

内
容
を
簡
単
に
述
べ
る
と
︑
そ
乱
神
︵
祟
リ
神
︶
と
な

た
熊
野
権
現
の

使
い
で
あ
る
切
⽬
王
⼦
が
︑
伏
⾒
稲
荷
の
信
者
だ
け
は
襲
わ
な
い
と
約

束
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
熊
野
権
現
が
稲
荷
や
狐
と
︑
深
い
関
係
を
持

て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
お
話
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

残
念
な
が
ら
︑
現
在
︑
熊
野
と
稲
荷
の
関
係
で
注
⽬
さ
れ
て
い
る
の

は
︑
こ
の
お
話
だ
け
で
︑
⼀
般
的
に
は
︑
熊
野
と
狐
︵
稲
荷
︶
の
関
係
は

知
ら
れ
て
い
な
い
と
⾔

て
よ
い
︒ 

そ
こ
で
︑
本
論
に
⼊
る
前
に
︑
狐
︵
稲
荷
︶
信
仰
と
熊
野
信
仰
が
深
く

関
わ
り
を
持

て
い
た
こ
と
を
⽰
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒ 

熊
野
街
道
を
京
都
か
ら
辿

て
い
く
と
︑
⼤
阪
阿
倍
野
で
安
倍
晴
明

の
⺟
の
⽩
狐
︑
葛
の
葉
伝
説
で
知
ら
れ
る
信
太
森
︑
阿
倍
野
王
⼦
神
社

に
出
る
︒
和
歌
⼭
に
⼊
る
と
有
⽥
に
⽇
本
最
古
の
稲
荷
を
う
た
う
⽷
我



稲
荷
・
⽷
我
王
⼦
が
あ
る
︒
⽥
辺
に
は
空
海
の
伏
⾒
稲
荷
灌
頂
伝
説
に

絡
む
伊
作
⽥
稲
荷
が
あ
り
︑
中
辺
路
に
⼊
る
と
︑
現
在
は
明
治
の
合
祀

令
の
た
め
な
く
な

て
い
る
が
︑
吉
⽥
兼
倶
の
⼆
⼗
⼆
社
註
式
に
も
登

場
す
る
稲
葉
根
王
⼦
の
稲
葉
根
稲
荷
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
前
回
の
論
考

に
も
⽰
し
た
が
︑
も
ち
ろ
ん
︑
新
宮
阿
須
賀
神
社
の
稲
荷
神
︑
奥
熊
野

⽟
置
神
社
の
三
狐
神
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒ 

﹁
伊
勢
屋
︑
稲
荷
に
⽝
の
糞
﹂
と
い
う
諺
が
あ
る
よ
う
に
︑
稲
荷
社

は
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
熊
野
古
道
沿
に
稲
荷
社
が

あ
る
事
も
当
然
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
稲
荷
信
仰
は
︑

江
⼾
時
代
に
商
売
繁
盛
の
神
と
し
て
急
速
に
広
ま

た
と
さ
れ
る
︒
先

に
あ
げ
た
稲
荷
社
は
︑
起
源
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
︑
古
い
伝
承
を
持
つ

も
の
ば
か
り
な
の
だ
︒ 

こ
の
江
⼾
の
稲
荷
信
仰
の
⼤
流
⾏
の
先
鞭
と
な

た
の
は
東
京
北
区

の
王
⼦
稲
荷
・
王
⼦
神
社
で
あ
る
が
︑
こ
の
王
⼦
神
社
は
︑
熊
野
新
宮

の
浜
王
⼦
か
ら
若
⼀
王
⼦
を
灌
頂
し
た
も
の
と
伝
わ
る
︒
東
京
北
区
王

⼦
の
紙
の
博
物
館
に
は
︑
こ
の
北
区
の
王
⼦
神
社
の
縁
起
を
絵
巻
に
し

た
東
京
都
北
区
指
定
有
形
⽂
化
財
と
な

て
い
る
﹃
若
⼀
王
⼦
縁
起
﹄

絵
巻
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
寛
永
１
８
年
狩
野
尚
信
が
︑
幕
府
の
依
頼
を

受
け
て
制
作
し
徳
川
家
光
に
献
上
し
た
物
の
写
し
で
︑
こ
こ
に
は
︑
熊

野
権
現
の
降
臨
の
姿
や
︑
⼋
咫
烏
︑
狐
⽕
を
灯
す
狐
達
の
絵
が
描
か
れ

て
い
る
︒︵
画
像
①
︶
こ
れ
は
︑
熊
野
権
現
と
狐
︵
稲
荷
︶
が
密
接
な
関
係

を
持

て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
⽰
す
証
拠
の
⼀
つ
と
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
の
王
⼦
稲
荷

こ
そ
が
︑
関
東
⼋
洲
の
稲

荷
︵
狐
︶
を
束
ね
て
い
る
と

⾔
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

熊
野
信
仰
と
稲
荷
信
仰

が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と

を
⽰
す
根
拠
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
︒ 

中
世
の
熊
野
参
詣
記
︑

例
え
ば
︑﹃
為
房
卿
記
﹄﹃
中

右
記
﹄﹃
後
⿃
⽻
院
熊
野
御

幸
記
﹄﹃
修
明
⾨
院
熊
野
御

幸
記
﹄
な
ど
︑
様
々
な
記
録

は
︑
熊
野
御
幸
か
ら
帰

て
き
た
貴
族
達
に
︑
ま
ず
︑
伏
⾒
稲
荷
を
参
詣
す
る
⾵
習
が
あ

た
事

を
伝
え
て
い
る
︒ 

こ
の
中
か
ら
︑
熊
野
参
詣
ブ

ム
初
期
の
永
保
元
年
︵
１
０
８
１
︶
⼗

⽉
⼗
⼆
⽇
の
﹃
為
房
卿
記
﹄
の
熊
野
参
詣
記
録
か
ら
︑
⼀
部
を
記
述
し

よ
う
︒
こ
こ
に
は
︑﹁
丙
寅

ひ
の
え
と
ら

︑
戌
刻

い
ぬ
の
こ
く

︑
参
稲
荷
社

い
な
り
や
し
ろ
に
ま
い
り

奉
幣

ほ

う

へ

い

是 こ

れ

例
事
也

く
だ
ん
の
こ
と
な
り

︒﹂
と

こ
の
時
︑
す
で
に
︑
熊
野
参
詣
の
後
に
は
︑
稲
荷
参
詣
を
す
る
の
が
︑

慣 な

ら

わ
し
で
あ

た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
そ
の
前
年
の
承
暦
４

年
︵
１
０
８
０
︶
⼗
⼆
⽉
⼆
六
⽇
の
源
俊
房
の
﹃
⽔
左
記
﹄
に
も
﹁
今
夜

こ

ん

や

画 像 ①  『 若 ⼀ 王 ⼦ 縁 起 』 絵 巻 よ り  

「 毎 年 ⼗ ⼆ ⽉ 晦 ⽇ の 夜 、 諸 ⽅ の 狐 、 ⽕ 燈 し て 来 る 、 関 東 三 ⼗ 三 ヶ 国

の 稲 荷 の 惣 つ か さ な り 、」  



左
⼤
将

さ

だ

い

し

う

熊
野
還
向

く

ま

の

か

ら

げ

こ

う

︑
明
⽇

あ

す

被
詣
稲
荷

い

な

り

に

も

う

で

る

﹂
と
熊
野
参
詣
か
ら
帰

て
き
た

藤
原
師
通

ふ
じ
わ
ら
の
も
ろ
み
ち

が
稲
荷
参
詣
を
⾏

た
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
こ
の
よ
う
に
︑
熊
野
と
稲
荷
︵
狐
︶
が
︑
平
安
末
期
の
熊
野
参
詣
ブ

ム
の
そ
の
始
め
か
ら
密
接
な
関
係
を
持

て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
は
間

違
い
な
い
︒
現
在
の
熊
野
で
狐
︵
稲
荷
︶
の
影
を
感
じ
る
事
は
な
い
の
は
︑

前
回
の
楊
貴
妃
信
仰
と
同
じ
理
由
で
︑
熊
野
に
お
い
て
は
︑
狐
︵
稲
荷
︶

信
仰
を
隠
す
必
要
が
あ

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒ 

 

二
 
九
尾
の
狐
・
玉
藻
前
の
伝
説 

 

 
九
尾
の
狐
と
⾔
え
ば
︑
前
回
の
論
考
に
書
い
た
よ
う
に
︑
⻄
王
⺟
に

仕
え
る
霊
獣
で
あ

た
が
︑
⽇
本
で
は
︑
⽟
藻
前
の
伝
説
を
思
い
起
こ

す
⽅
が
多
い
で
あ
ろ
う
︒ 

 
⽟
藻
前
は
︑
熊
野
を
崇
敬
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
⿃
⽻
法
皇
の
寵

姫
で
あ

た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
実
体
は
九
尾
の
狐
で
あ
り
︑

そ
の
前
⾝
は
︑
中
国
に
於
い
て
帝
を
⾻
抜
き
に
し
国
を
滅
ぼ
し
た
殷
の

妲
⼰

だ

き

で
あ
り
︑
周
の
褒
姒

ほ

う

じ

で
あ

た
︒︵
画
像
②
︶ 

 
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
︑
架
空
の
作
り
話
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑

九
尾
の
狐
は
傾
国
の
美
⼥
に
化
け
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
傾
国

の
美
⼥
と
⾔
え
ば
︑
誰
も
が
楊
貴
妃
を
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
︒ 

 
筆
者
は
︑
前
回
の
論
考
で
︑﹁
柳
の
お
り

う
﹂
の
伝
説
が
︑
後
⽩
河

法
皇
の
楊
貴
妃
信
仰
を
現
す
も
の
で
あ

た
こ
と
を
⽰
し
た
が
︑
こ
の

﹁
⽟
藻
前
の

伝
説
﹂
も
⿃
⽻

法
皇
の
楊
貴

妃
信
仰
を
現

す
物
語
で
あ

る
と
考
え
る
︒ 

 
し
か
し
︑
⽟

藻
前
の
伝
説

に
︑
楊
貴
妃
は

登
場
し
な
い
︒ 

 
代
わ
り
に
︑
若
藻

じ

く
そ
う

と
い
う
少
⼥
が
登
場
す
る
︒
吉
備
真
備
の
乗
る
船

で
⽇
本
に
連
れ
ら
れ
て
来
た
此
の
唐
の
国
の
少
⼥
が
︑
後
に
︑
⽟
藻
前

を
名
乗
る
事
に
な
る
の
だ
︒ 

吉
備
真
備
︵
６
９
５

７
７
５
︶
が
⽣
き
て
い
た
時
代
は
︑
楊
貴
妃
の

⽣
き
て
い
た
と
さ
れ
る
時
代
︵
７
１
９

７
５
６
︶
と
完
全
に
重
な
る
︒

当
然
︑
こ
の
時
代
の
妲
⼰
や
褒
姒
に
匹
敵
す
る
美
⼥
と
⾔
え
ば
︑
楊
貴

妃
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
︑
な
ぜ
︑
物
語
は
名
も
無
い
少
⼥
を
九
尾
の
狐

と
し
て
持

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
九
尾
の
狐
と
す
る
な
ら
楊
貴
妃

の
⽅
が
相
応
し
い
で
は
な
い
か
？ 

 
筆
者
は
確
認
出
来
て
い
な
い
が
︑
岐
⾩
⼥
⼦
⼤
学
の
准
教
授
で
あ

た
故
・
岡
部
明
⽇
⾹
⽒
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
台
北
故
宮
博
物
院
所
蔵
の

室
町
時
代
の
写
本
の
﹃
歌
⾏
詩
﹄
に
は
︑
楊
貴
妃
が
九
尾
の
狐
の
化
⾝

画 像 ②  歌 川 國 芳 画『 阿 部 安 近 祈 ⽟ 藻 前 』 



だ
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う ⑵

︒ 
 

現
在
︑
楊
貴
妃
が
︑
九
尾
の
狐
と
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
極
め
て
不

⾃
然
な
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

三
 
杜
甫
の
記
録 

 

詩
聖
と
し
て
知
ら
れ
る
杜
甫
は
楊
貴
妃
と
同
時
代
⼈
で
あ

た
︒ 

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
杜
甫
は
︑
楊
貴
妃
を
⻄
王
⺟

に
例
え
︑
楊
貴
妃
に
憧
れ
る
よ
う
な
詩
も
残
し
て
い
る
が
︑
次
の
よ
う

な
詩
も
書
き
残
し
て
い
る
︒ 

 

杜
甫
 

北
征
︵
⼀
部
︶ 

憶
昨
狼
狽
初 

 
憶 お

も

う
昨 き

の
う

狼
狽

ろ

う

ば

い

の
初
め 

事
與
古
先
別 

 
事
は
古
先

こ

せ

ん

と
別
な
り 

奸
⾂
竟
菹
醢 

 
奸
⾂

か

ん

し

ん

竟 い

に
菹
醢

そ

か

い

せ
ら
れ 

同
惡
隨
蕩
析 

 
同
惡

ど

う

お

 
隨 と

も
な

て
蕩
析

と

う

せ

き

す 

不
聞
夏
殷
衰 

 
聞
か
ず
 

夏
殷

か

い

ん

の
衰
え
し
と
き 

中
⾃
誅
褒
妲 

 
中
の
⾃ み

ず
か

ら
褒
妲

ほ

う

だ

つ

を
誅 ち

う

せ
し
を 

周
漢
獲
再
興 

 
周
漢
 

再
興
す
る
を
獲 え

し
は 

宣
光
果
明
哲 

 
宣
光

せ

ん

こ

う

果
た
し
て
明
哲

め

い

て

つ

な
れ
ば
な
り 

桓
桓
陳
將
軍 

 
桓
桓

か

ん

か

ん

た
り
陳
将
軍 

仗
鉞
奮
忠
烈 

 
鉞 え

つ

に
仗 よ

り
て
忠
烈

ち

う
れ
つ

を
奮 ふ

る

う 

微
爾
⼈
盡
⾮ 

 
爾 そ

れ

微 わ
ず
か

り
せ
ば
⼈
は
尽 こ

と
ご
と

く
⾮
な
ら
ん 

於
今
國
猶
活 

 
今
に
於 お

い
て
国
は
猶 な

お
活 い

く 

原
⽂
 

維
基
⽂
庫
 

北
征
よ
り
 
 
  

https://zh.w
ikisource.org/w

iki/

北
征 

 

こ
れ
は
︑
北
征
の
詩
の
う
ち
︑
近
衛
隊
が
蜂
起
し
楊
国
忠
を
惨
殺
し

た
⾺
嵬
の
変
と
そ
こ
で
起

た
楊
貴
妃
の
処
刑
の
場
⾯
を
う
た

た
箇

所
で
あ
る
︒ 

こ
の
詩
の
中
で
︑
杜
甫
は
︑
楊
貴
妃
を
﹁
褒
妲

ほ

う

だ

つ

﹂
と
﹁
褒
姒
・
妲
⼰
﹂

に
例
え
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
楊
貴
妃
に
は
死
ん
だ
と
さ
れ
て
間
も
な

い
頃
に
︑
褒
姒
や
妲
⼰
と
同
⼀
視
す
る
⾒
⽅
が
あ

た
事
が
わ
か
る
︒ 

 

四
 
沈
既
済
の
任
氏
伝 

 

 
﹃
任
⽒
伝
﹄
と
⾔
う
狐
の
美
⼥
の
物
語
が
あ
る
︒
書
い
た
の
は
︑
沈 し

ん

既
済

き

せ

い

と
い
う
史
学
者
で
︑
楊
貴
妃
の
亡
く
な

た
原
因
と
な

た
安
史

の
乱
の
時
代
に
少
年
期
を
過
ご
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⼈
物
で
あ
る
︒

簡
単
に
﹃
任
⽒
伝
﹄
の
内
容
を
紹
介
す
る
︒ 

 
 

物
語
の
舞
台
は
︑
楊
貴
妃
の
夫
で
あ
る
⽞
宗
の
時
代
の
末
期
︑
天

宝
九
年
︵
７
５
０
︶
の
⻑
安
の
都
で
あ
る
︒
そ
こ
に
鄭
六

て

い

ろ

く

と
い
う
貧

し
い
⻘
年
が
住
ん
で
い
た
︒
鄭
六
は
︑
あ
る
時
︑
街
を
歩
い
て
い
る



美
し
い
⼥
性
を
⾒
か
け
る
︒
鄭
六
は
︑
⼼
惹
か
れ
て
︑
⾃
分
の
乗

て
い
た
驢
⾺

ろ

ば

で
家
ま
で
送
り
届
け
る
の
だ
が
︑
そ
の
美
し
い
⼥
性

︵
任
⽒

じ
ん
し

︶
は
︑
お
礼
に
と
︑
館
に
引
き
⼊
れ
︑
鄭
六
を
⼿
厚
く
接
待

す
る
︒ 

 
任
⽒
の
美
し
さ
か
ら
も
夢
⾒
⼼
地
で
帰

た
鄭
六
が
︑
も
う
⼀

度
︑
任
⽒
に
会
い
た
い
と
任
⽒
の
館
に
出
か
け
る
と
︑
そ
こ
に
は
家

も
何
も
な
く
︑
地
元
の
⼈
か
ら
︑
こ
こ
に
は
狐
が
棲
ん
で
い
て
︑

時
々
︑
男
を
引
き
摺
り
込
ん
で
騙
す
の
だ
と
話
を
聞
く
︒ 

 
け
れ
ど
︑
鄭
六
は
︑
任
⽒
の
事
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
︒ 

 
そ
れ
か
ら
︑
し
ば
ら
く
た

た
頃
︑
鄭
六
は
︑
再
び
︑
街
で
任
⽒

の
姿
を
⾒
か
け
る
︒
逃
げ
よ
う
と
す
る
任
⽒
の
⼿
を
捕
ま
え
︑
鄭
六

は
︑
⼼
を
込
め
て
求
愛
す
る
︒
そ
の
⼼
に
討
た
れ
た
任
⽒
は
︑
そ
れ

か
ら
は
︑
鄭
六
に
尽
す
よ
う
に
な
る
︒ 

 
鄭
六
は
⼈
⽣
に
張
り
が
出
来
て
︑
仕
事
も
順
調
に
な
り
︑
任
⽒
の

不
思
議
な
⼒
の
⼿
助
け
も
あ

て
出
世
し
︑
武
官
に
任
命
さ
れ
︑
⾦

城
県
に
出
向
す
る
事
に
な
る
︒ 

 
鄭
六
は
任
⽒
を
伴

て
出
か
け
る
が
︑
そ
の
途
中
︑
⾺
嵬
の
駅
ま

で
来
た
時
で
あ

た
︒
お
狩
場
の
役
⼈
が
訓
練
し
て
い
た
猟
⽝
が

⾶
び
出
し
て
く
る
︒
任
⽒
は
び

く
り
し
て
︑
狐
の
姿
に
戻

て
逃

げ
出
す
︒
鄭
六
は
あ
わ
て
て
追
い
か
け
る
が
︑
追
い
つ
い
た
時
に

は
︑
狐
は
猟
⽝
に
ズ
タ
ズ
タ
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま

た
後
だ

た
︒
鄭
六
に
残
さ
れ
た
の
は
︑
蝉
の
抜
け
殻
の
よ
う
な
⾐
服
と
︑
地

べ
た
に
転
が

た
⾸
環
だ
け
で
あ

た ⑶

︒ 
 

 
こ
の
お
話
の
狐
の
美
⼥
︑
任
⽒
は
︑
楊
貴
妃
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
︒
楊
貴
妃
の
亡
く
な

た
と
さ
れ
る
年
代
は
︑
天
宝
⼗
五
年

︵
７
５
６
︶
で
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
の
舞
台
は
楊
貴
妃
の
⽣
き
て
い
た
時
代
で

あ
る
︒
楊
貴
妃
は
い
う
ま
で
も
な
く
絶
世
の
美
⼥
だ
が
︑
任
⽒
も
同
じ

絶
世
の
美
⼥
だ
︒
そ
し
て
︑
⾺
嵬
で
亡
く
な

た
と
さ
れ
る
点
も
同
じ

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
任
⽒
は
⾐
装
と
⾸
環
し
か
残
さ
な
か

た
が
︑
楊

貴
妃
も
︑
⽞
宗
が
︑
改
葬
し
よ
う
と
墓
を
掘
り
起
こ
さ
せ
た
時
に
︑
そ

こ
に
は
︑
⾹
嚢
だ
け
し
か
な
か

た
と
旧
唐
書
や
新
唐
書
の
記
録
に
あ

る
︒ 

 
こ
の
物
語
か
ら
︑
楊
貴
妃
に
は
死
ん
だ
と
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
い
頃

に
狐
だ
と
い
う
噂
が
あ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒ 

 

五
 
白
居
易
の
書
い
た
狐
の
詩 

 

 
楊
貴
妃
の
伝
記
で
あ
る
﹃
⻑
恨
歌
﹄
を
書
い
た
⽩
居
易

は

く

き

い

も
︑
任
⽒
を

主
⼈
公
と
し
た
﹃
任
⽒
⾏
﹄
と
い
う
詩
を
書
い
て
い
た
︒
沈
既
済

し

ん

き

せ

い

の
⽅

が
歳
上
で
あ
り
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
の
⽅
が
先
に
発
表
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
︑
⽩
居
易
は
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
﹃
任
⽒
⾏
﹄

を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

﹃
任
⽒
⾏
﹄
は
残
念
な
が
ら
︑﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
お
ら



ず
︑
そ
の
内
容
は
断
⽚
的
に
し
か
伝
わ

て
い
な
い ⑷

︒ 
⽩
居
易
に
は
︑
別
に
︑
狐
の
美
⼥
を
主
⼈
公
と
し
た
﹃
古
冢
狐

こ
ち

う
き
つ
ね

﹄
と

い
う
詩
が
あ
る
︒
こ
れ
を
紹
介
す
る
︒ 

 

⽩
居
易
 

古
冢
狐 

古
冢
狐
︐
妖
且
⽼
 

古
塚

ふ

る

つ

か

の
狐 

妖
に
し
て
且 か

つ

⽼
ゆ 

化
爲
婦
⼈
顏
⾊
好
 

化 か

し
て
婦
⼈
と
為
れ
ば
顔
⾊

が
ん
し

く

好
し 

頭
變
雲
鬟
⾯
變
妝
 

頭
を
雲
鬢

う

ん

び

ん

に
変
じ
⾯ お

も
て

を
粧 し

う

に
変
ず 

⼤
尾
曳
作
⻑
紅
裳
 

⼤
尾

た

い

び

を
曳 ひ

き
て
⻑
き
紅
裳

こ

う

も

を
作
る 

徐
徐
⾏
傍
荒
村
路
 

徐
徐

じ

じ

に
⾏
く
荒
村

こ

う

そ

ん

傍 か
た
わ

ら
の
路 み

ち 

⽇
欲
暮
時
⼈
靜
處
 

⽇
暮
れ
ん
と
欲 ほ

す
る
時
︑
⼈
静
か
な
る
処 と

こ
ろ 

或
歌
或
舞
或
悲
啼
 

或 あ

る

い
は
歌
い
或
い
は
舞
い
或
い
は
悲
し
げ
に
啼 な

く 

翠
眉
不
擧
花
顏
低
 

翠
眉

す

い

び

を
挙 あ

げ
ず
花
顏

か

が

ん

を
低 て

い

す 

忽
然
⼀
笑
千
萬
態
 

忽
然

こ

つ

ぜ

ん

⼀
笑
す
れ
ば
千
万
の
態 た

い 

⾒
者
⼗
⼈
⼋
九
迷
 

⾒
る
者
⼗
⼈
︑
⼋
九
は
迷
う 

假
⾊
迷
⼈
猶
若
是
 

仮
の
⾊
︑
⼈
を
迷
わ
す
︑
な
お
か
く
の
ご
と
し 

真
⾊
迷
⼈
應
過
此
 

真
の
⾊
︑
⼈
を
迷
わ
す
︑
ま
さ
に
此 こ

れ

に
過 す

ぐ
べ
し 

彼
真
此
假
俱
迷
⼈
 

彼 か

の
真
と
此 こ

の
仮
と
俱 と

も

に
⼈
を
迷
わ
す 

⼈
⼼
惡
假
貴
重
真
 

⼈
の
⼼
は
仮
を
悪
く
真
を
貴
重

き

ち

う

と
す 

狐
假
⼥
妖
害
猶
淺
 

狐
の
仮
の
⼥
妖

じ

よ

う

の
害
は
な
お
浅 あ

さ

し 

⼀
朝
⼀
⼣
迷
⼈
眼
 

⼀
朝
⼀
⼣

い

ち

う
い

せ
き

︑
⼈
の
眼
を
迷
わ
す 

⼥
爲
狐
媚
害
即
深
 

⼥
が
狐
媚

こ

び

を
為 な

す
害
は
即 す

な
わ

ち
深
く 

⽇
⻑
⽉
增
溺
⼈
⼼
 

⽇
に
⻑
じ
⽉
に
増
し
て
⼈
⼼

じ

ん

し

ん

を
溺 で

い

す 

何
況
褒
妲
之
⾊
善
蠱
惑
  

何
ぞ
い
わ
ん
や
︑褒
妲

ほ

う

だ

つ

の
⾊
善 よ

く
蠱
惑

こ

わ

く

し
て 

能
喪
⼈
家
覆
⼈
國
 

よ
く
⼈
家

じ

ん

か

を
喪 う

し
な

わ
せ
︑
⼈
国

じ

ん

こ

く

を
覆 く

つ
が
え

さ
ん 

君
看
爲
害
淺
深
間
 

君
看 み

よ
︑
害
を
為 な

す
浅
深

せ

ん

し

ん

の
間 か

ん 

豈
將
假
⾊
同
真
⾊
 

豈 あ

に

︑
仮
の
⾊
を
も

て
真
の
⾊
と
同
じ
く
せ
ん 

原
⽂
 

維
基
⽂
庫
 

古
冢
狐
よ
り 

https://zh.w
ikisource.org/w

iki/

古
冢
狐 

 

⽩
居
易
は
︑
こ
の
詩
の
中
で
︑
狐
の
美
⼥
を
褒
妲
︵
褒
姒

ほ
う
じ

・
妲
⼰

だ

き

︶
と

⽐
べ
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
こ
の
詩
は
︑
楊
貴
妃
の
こ
と
を
詠

た
詩
だ

と
考
え
る
︒
⽩
居
易
が
﹃
任
⽒
⾏
﹄
を
書
き
︑
さ
ら
に
︑
北
征
の
詩
の

中
で
︑
楊
貴
妃
を
褒
妲
と
同
⼀
視
し
て
い
た
杜
甫
の
後
継
者
を
⾃
負
し

て
い
た
事
︑
さ
ら
に
楊
貴
妃
が
国
を
滅
ぼ
す
傾
国
の
イ
メ

ジ
を
抱
か

れ
て
い
た
事
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
詩
の
中
の
狐
の
美
⼥
に
も
︑
楊

貴
妃
の
イ
メ

ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒ 

 

六
 
大
江
匡
房
の
狐
媚
記 

 
 

⽩
河
法
皇
の
ブ
レ
イ
ン
で
あ

た
⼤
江
匡
房

お

お

え

の

ま

さ

ふ

さ

が
﹃
狐
媚
記
﹄
と
い
う

書 し

を
書
き
︑
そ
の
⽂
末
に
﹁
九
尾
の
狐
﹂
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
︒
⽩

河
法
皇
は
︑⿃
⽻
法
皇
の
祖
⽗
で
あ
る
か
ら
︑こ
の
記
録
は
︑﹃
⽟
藻
前
﹄

騒
動
以
前
の
九
尾
の
狐
の
記
録
で
あ
る
︒ 



こ
の
﹃
狐
媚
記
﹄
か
ら
抜
き
書
き
を
す
る
︒ 

 

 
 

⼤
江
匡
房
 

狐
媚
記
︵
抜
粋
︶ 

嵯
呼
︑
狐
媚
變
異 

あ
あ
︑
狐
媚

こ

び

の
怪
異
は 

多
載
史
籍
 
 
  

多
数
の
史
籍
の
中
に
載

て
い
る
︒ 

殷
之
妲
⼰
為
九
尾
狐
 

殷
の
妲
⼰
は
︑
九
尾
の
狐
と
な
り 

任
⽒
為
⼈
妻
 
  

任
⽒
と
し
て
︑
⼈
妻
と
な

た
︒ 

到
於
⾺
嵬
︑
為
⽝
被
獲  
⾺
嵬

ば

か

い

に
お
い
て
︑
⽝
に
よ

て
獲 と

ら

え
ら
れ
た
︒ 

惑
破
鄭
⽣
業
 
  

鄭 て

い

を
惑
わ
し
⽣
業
を
破
り
︑ 

或
讀
古
冢
書
 
  

或
は
︑
古
塚
の
書
を
読
む
︒ 

或
為
紫
⾐
公
 
  

或
は
︑
紫
⾐
公

し

え

こ

う

と
な

て
︑ 

到
縣
許
其
⼥
屍
  

県
︵
地
⽅
︶
に
到
る
時
に
︑
こ
の
⼥
の
屍 し

を
許
し
た
︒ 

事
在
倜
儻
 
 
  

事
は
︑
周
到

し

う
と
う

に
あ
り
︑ 

未
必
信
伏
 
 
  

未
だ
︑
必
ず
し
も
信
伏

し

ん

ぷ

く

せ
ず 

今
於
我
朝
 
 
  

今
︑
こ
の
我
が
朝
に
お
い
て
︑ 

正
⾒
其
妖
 
    

正
に
こ
の
妖 あ

や
か
し

を
⾒
る
︒ 

雖
及
季
葉
 
 
  

す
え
の
世
と
い
え
ど
も
︑ 

恠
異
如
古
 
 
  

怪
異

か

い

い

︑
古 い

に
し
え

の
如 ご

と

し 

偉
哉
 
 
 
 
  

あ
や
し
き
か
な 

 
原
⽂
 

古
代
政
治
・
社
会
思
想
 

岩
波
書
店
よ
り 

正
直
︑
読
め
て
も
意
味
は
判
り
難
い
︒
し
か
し
︑
先
程
ま
で
の
話
の

知
識
を
ベ

ス
と
し
て
考
え
る
な
ら
︑
あ
る
程
度
︑
意
味
を
掴
む
こ
と

が
出
来
る
だ
ろ
う
︒ 

﹁
殷
の
妲
⼰
は
︑
九
尾
の
狐
と
な
り
﹂ 

こ
れ
は
︑
⽟
藻
前
の
伝
説
を
考
え
る
と
当
た
り
前
の
事
の
よ
う
で
あ

る
が
︑
⼀
般
的
に
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
と
さ
れ
る
の
は
︑
明
時
代
の
伝
奇

⼩
説
﹃
封
神
演
義

ほ

う

し

ん

え

ん

ぎ

﹄
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹃
狐
媚
記
﹄
が
記

述
さ
れ
た
時
代
は
︑
こ
れ
よ
り
早
い
︒
前
回
の
筆
者
の
論
考
の
中
で
も

参
考
に
し
た﹃
千
字
⽂
﹄に
は
︑﹁
弔
⺠
伐
罪

ち

う
み
ん
ば

さ
い

 
周
發
殷
湯

し

う
は
つ
い
ん
と
う

﹂の
項
の
李
暹

り

せ

ん

の
著
と
さ
れ
る
注
釈
に
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
で
あ

た
話
が
載
せ
ら
れ
て

い
る ⑸

︒
こ
の
事
に
つ
い
て
は
︑
後
世
に
話
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ

と
い
う
説
が
あ
る
が
︑
も
し
︑
本
当
に
李
暹

り

せ

ん

が
妲
⼰
は
九
尾
の
狐
で
あ

た
話
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
李
暹

り

せ

ん

は
︑
中
国
の
南
北
朝
時
代

の
⼈
物
で
あ
り
︑﹃
千
字
⽂
﹄
が
奈
良
時
代
に
は
︑
す
で
に
⽇
本
に
⼊

て
き
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
︑
⼤
江
匡
房
は
︑
こ
の
﹃
千
字

⽂
﹄
を
読
ん
で
﹁
殷
の
妲
⼰
は
︑
九
尾
の
狐
﹂
と
書
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
︒︵
も
し
︑
後
世
に
﹃
千
字
⽂
﹄
の
注
釈
に
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
で
あ

た
話

が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
筆
者
は
︑
⼤
江
匡
房
が
︑
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
だ
と

い
う
話
を
⾔
い
出
し
た
可
能
性
を
考
え
る
︒︶ 

﹁
任
⽒
と
し
て
︑
⼈
妻
と
な

た
︒﹂ 

こ
れ
は
︑
⾔
う
ま
で
も
な
く
沈
既
済

し

ん

き

せ

い

の
﹃
任
⽒
伝
﹄
の
事
だ
︒
あ
る

い
は
︑
⼤
江
匡
房
が
⾒
た
の
は
︑
⽩
居
易
の
﹃
任
⽒
⾏
﹄
で
あ

た
か

も
し
れ
な
い
︒ 

﹁
⾺
嵬

ば

か

い

に
お
い
て
︑
⽝
に
よ

て
獲 と

ら

え
ら
れ
た
︒﹂ 



こ
れ
も
﹃
任
⽒
伝
﹄
か
ら
だ
が
︑
楊
貴
妃
も
︑
ま
た
︑
⾺
嵬
に
お
い

て
︑
命
を
失

た
と
さ
れ
る
の
は
︑
既
述
の
通
り
で
あ
る
︒ 

﹁
鄭 て

い

を
惑
わ
し
⽣
業
を
破
り
﹂ 

鄭
は
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
の
主
⼈
公
﹁
鄭
六
﹂
の
事
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

意
味
が
わ
か
ら
な
い
︒﹃
任
⽒
伝
﹄
を
読
め
ば
⼀
⽬
瞭
然
だ
が
︑﹁
任
⽒
﹂

は
︑
⼼
か
ら
﹁
鄭
﹂
に
尽
く
し
︑﹁
鄭
﹂
も
そ
れ
に
応
え
て
頑
張
る
の
で

あ
る
︒
決
し
て
︑
惑
わ
し
た
り
︑
怠
惰
な
⽣
き
⽅
を
さ
せ
る
と
い
う
の

で
は
な
い
︒
別
の
⼈
物
の
事
を
⾔

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

せ
る
︒ 

﹁
或
は
︑
古
塚
の
書
を
読
む
︒﹂ 

こ
れ
は
︑
⽩
居
易
の
﹃
古
冢
狐
﹄
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
﹃
古
冢
狐
﹄
の
詩
が
楊
貴
妃
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
？
と
⾔
う
事
は
︑
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒ 

﹁
或
は
︑
紫
⾐
公

し

え

こ

う

と
な

て
﹂ 

 
こ
れ
も﹃
任
⽒
伝
﹄だ
と
解
釈
す
る
と
意
味
が
わ
か
ら
な
い
︒﹁
紫
⾐
﹂

は
も

と
も
︑
⾼
貴
な
⼈
が
着
る
着
物
の
意
味
だ
︒﹃
任
⽒
伝
﹄
の
主
⼈

公﹁
鄭
六
﹂の
出
世
は
総
監
使

そ

う

か

ん

し

⽌
ま
り
で
あ
る
︒こ
れ
は
︑と
て
も
紫
⾐
公

し

え

こ

う

と
は
⾔
え
な
い
だ
ろ
う
︒
明
ら
か
に
︑
こ
の
⽂
章
は
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
を
離

れ
︑
別
の
⼈
物
の
話
を
語

て
い
る
︒ 

﹁
県
︵
地
⽅
︶
に
到
る
時
に
︑
こ
の
⼥
の
屍 し

を
許
し
た
︒﹂ 

こ
れ
も
︑﹃
任
⽒
伝
﹄
の
﹁
鄭
六
﹂
の
事
を
⾔

て
い
る
と
も
と
れ
る

が
︑
そ
れ
よ
り
︑
楊
貴
妃
の
夫
で
あ
る
﹁
⽞
宗
﹂
の
事
を
思
い
起
こ
す
︒

⽞
宗
は
︑
安
禄
⼭
の
軍
に
追
わ
れ
て
︑
⻑
安
の
都
を
逃
げ
出
し
︑
蜀
へ

向
か
う
途
中
に
︑
警
護
を
し
て
い
た
近
衛
兵
た
ち
が
暴
動
を
起
こ
し
︑

そ
れ
を
治
め
る
た
め
に
︑
楊
貴
妃
を
殺
す
事
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
の
で
あ
る
︒ 

﹁
事
は
︑
周
到

し

う
と
う

に
あ
り
﹂ 

 
そ
の
裏
に
は
︑
周
到

し

う
と
う

に
隠
さ
れ
た
秘
密
が
あ
り
︑ 

﹁
未
だ
︑
必
ず
し
も
信
伏

し

ん

ぷ

く

せ
ず
﹂ 

 
狐
の
美
⼥
は
︑
ま
だ
︑
死
ん
で
お
ら
ず
︑ 

﹁
今
︑
こ
の
我
が
朝
に
お
い
て
︑
正
に
こ
の
妖 あ

や
か
し

を
⾒
る
︒﹂ 

⽇
本
に
渡

て
き
て
︑
今
︑
こ
の
京
の
都
を
騒
が
せ
て
い
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
⼤
江
匡
房
は
述
べ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒ 

 

⼤
江
匡
房
は
︑﹃
狐
媚
記
﹄で
︑九
尾
の
狐
や
任
⽒
の
話
を
し
な
が
ら
︑

実
は
︑楊
貴
妃
の
⽣
存
・
渡
来
説
を
語

て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
の
だ
︒ 

こ
の
解
説
の
最
初
の
⽅
で
︑﹃
狐
媚
記
﹄
が
︑
妲
⼰
を
九
尾
の
狐
と
書

い
た
最
初
の
⽂
で
あ
る
可
能
性
を
書
い
た
が
︑
仮
に
︑
こ
の
﹃
狐
媚
記
﹄

が
︑
妲
⼰
を
九
尾
の
狐
と
し
た
最
初
の
⽂
だ
と
す
れ
ば
︑
⼤
江
匡
房
が

﹁
妲
⼰
を
九
尾
の
狐
﹂
と
し
た
の
は
︑
楊
貴
妃
が
原
因
で
あ

た
か
も

し
れ
な
い
︒ 

妲
⼰
は
殷
の
時
代
の
悪
⼥
と
し
て
有
名
だ
が
︑
妲
⼰
は
︑
そ
の
始
め

か
ら
九
尾
の
狐
と
例
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
︒
九
尾
の
狐
と
さ
れ

る
の
は
︑
か
な
り
後
代
に
な

て
か
ら
で
あ
ろ
う
︒ 



何
故
な
ら
︑
前
回
の
論
考
に
写
真
で
⽰
し
た
よ
う
に
︑
殷
の
時
代
よ

り
後
の
漢
の
時
代
に
は
︑
九
尾
の
狐
は
︑
⻄
王
⺟
の
化
⾝
と
し
て
描
か

れ
て
お
り
︑
悪
獣
で
は
な
く
︑
聖
獣
の
イ
メ

ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
だ
︒ 

で
は
︑
何
故
︑
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

た
の
だ
ろ

う
か
？ 

杜
甫
の
詩
で
︑
楊
貴
妃
が
妲
⼰
に
例
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
⽰

し
た
︒
さ
ら
に
楊
貴
妃
は
⻄
王
⺟
と
同
⼀
視
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑

狐
の
イ
メ

ジ
も
持
た
れ
て
い
た
︒
即
ち
︑
楊
貴
妃
に
は
︑
始
め
か
ら

九
尾
の
狐
の
イ
メ

ジ
が
あ

た
の
だ
︒ 

こ
う
考
え
る
な
ら
︑
妲
⼰
が
九
尾
の
狐
と
さ
れ
る
の
は
︑﹁
妲
⼰

楊

貴
妃

九
尾
の
狐
﹂
と
い
う
⽅
程
式
の
結
果
で
あ

た
の
か
も
し
れ
な

い
︒ ど

う
で
あ

た
に
せ
よ
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
⼤
江
匡
房
は
︑﹁
⽟

藻
前
﹂
に
取
り
憑
か
れ
た
と
す
る
⿃
⽻
院
の
前
時
代
の
⼈
物
で
あ
る
か

ら
︑﹁
⽟
藻
前
﹂
の
伝
承
⾃
体
は
︑
こ
の
⼤
江
匡
房
の
﹃
狐
媚
記
﹄︑
即

ち
︑
楊
貴
妃
の
渡
来
説
に
よ

て
⽣
ま
れ
た
物
語
で
あ
る
の
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
︒ 

⼤
江
匡
房
が
︑
楊
貴
妃
の
事
を
調
べ
︑
楊
貴
妃
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味

を
抱
い
て
い
た
事
は
︑
⼤
江
匡
房
の
書
い
た
願
⽂
に
楊
貴
妃
の
故
事
が

多
⽤
さ
れ
て
い
る
事
で
も
わ
か
る
︒
こ
の
事
に
つ
い
て
は
︑
帝
塚
⼭
⼤

学
の
王 お

う

暁
平

ぎ

う
へ
い

⽒
が
︑﹃
願
⽂
に
ひ
そ
む
俗
⽂
学―

﹃
江
都
督
納
⾔
願
⽂
集

こ

う

と

と

く

ど

う

げ

ん

が

ん

も

ん

し

う

﹄

を
中
⼼
と
し
て
﹄
の
中
で
﹁
注
⽬
す
べ
き
は
︑
楊
貴
妃
の
故
事
が
︑
匡

房
の
願
⽂
に
頻
⽤

ひ

ん

よ

う

さ
れ
る
事
で
あ
る
︒﹂
と
指
摘
し
て
い
る ⑹

︒ 
 七
 
吉
備
入
唐
伝
説 

 

さ
て
︑
⽟
藻
前
が
若
藻
と
し
て
︑
吉
備
真
備
に
連
れ
ら
れ
唐
の
国
か
ら

渡

て
き
た
話
は
︑江
⼾
時
代
の
与
⼒
で
あ
る
⾼
井
蘭
⼭

た

か

い

ら

ん

ざ

ん

の
書
い
た﹃
絵

本
三
国
妖
婦
伝
﹄
を
筆
頭
に
多
く
の
話
に
書
か
れ
る
が
︑
こ
の
﹃
絵
本

三
国
妖
婦
伝
﹄を
読
め
ば
︑

こ
の
吉
備
真
備
が
若
藻
を

連
れ
て
く
る
前
段
階
の
話

と
し
て
︑
吉
備
真
備
が
阿

倍
仲
⿇
呂
の
霊
に
助
け
ら

れ
︑
唐
の
国
の
囲
碁
の
名

⼈
と
勝
負
し
た
り
︑

﹃
野
⾺
台
詩

や

ま

た

い

し

﹄
を
読
む
と

い

た
物
語
が
記
さ
れ
て

い
る
の
が
わ
か
る
︒(

画
像

③)  こ
の
物
語
と
よ
く
似
た

話
が
室
町
時
代
の
末
期
に

書
か
れ
た
現
存
す
る
最
古
の
安
倍
晴
明
の
伝
記
で
あ
る﹃
簠
簋
袖
裡
傳

ほ

き

し

う

り

で

ん

﹄

画 像 ③  『 絵 本 三 国 妖 婦 伝 』 よ り  

「 ⽇ 本 の 吉 備 ⼤ ⾂  唐 の 張 説 と 碁 を 園 む 圖 」  



に
も
書
か
れ
る
︒
こ
こ
に
も
︑
吉
備
真
備
が
阿
倍
仲
⿇
呂
の
霊
に
助
け

ら
れ
る
話
︑
唐
の
国
の
囲
碁
の
名
⼈
と
の
勝
負
の
話
︑﹃
野
⾺
台
詩

や

ま

た

い

し

﹄
を

読
む
話
︑
吉
備
真
備
の
船
を
追

て
⽇
本
に
渡
る
⼦
供
の
話
︑
⽟
藻
前

の
話
が
載
せ
ら
れ
る ⑺

︒
江
⼾
時
代
に
書
か
れ
た
﹃
安
倍
仲
麿

あ

べ

の

な

か

ま

ろ

⽣
死

し

う

じ

流
傳

る

で

ん

輪
廻

り

ん

ね

物
語
﹄
で
は
︑
若
藻
の
代
わ
り
に
唐
の
国
の
囲
碁
の
名
⼈
の
妻
で

あ
る
隆
昌
⼥

り

う
し

う
じ

が
登
場
す
る
︒(

画
像
④)

こ
の
⼥
性
が
︑
吉
備
真
備
に
連
れ

ら
れ
︑
後
に
晴
明
の
⺟
で
あ
る
⽩
狐
に
な

た
と
す
る
の
で
あ
る ⑻

︒ 

筆
者
は
︑
こ
の
狐
の
美
⼥
を
楊
貴
妃
の
事
だ
と
み
る
︒ 

﹃
絵
本
三
国
妖
婦
伝
﹄
も
﹃
簠
簋
袖
裡
傳

ほ

き

し

う

り

で

ん

﹄
も
﹃
安
倍
仲
麿

あ

べ

の

な

か

ま

ろ

⽣
死

し

う

じ

流
傳

る

で

ん

輪
廻

り

ん

ね

物
語
﹄
も
近
代
に
作
ら
れ
た
物
語
で
︑
そ
こ
か
ら
史
実
を
探
ろ
う

な
ど
考
え
る
に
も
値
し
な
い
⾏
為
か
も
し
れ
な
い
︒ 

し
か
し
︑

こ
れ
と

よ
く
似

た
話
が
︑

現
在
︑
ボ

ス
ト
ン

美
術
館

に
あ
る

﹃
吉
備

⼤
⾂
⼊

唐
絵
巻
﹄

に
描
か
れ
て
い
る(

画
像

⑤)

︒ 

こ
の
﹃
吉
備
⼤
⾂
⼊
唐

絵
巻
﹄
は
︑
前
回
の
論
⽂

で
紹
介
し
た
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

信
⻄

し

ん

ぜ

い

が
奉
納
し
た
﹃
⻑
恨
歌
絵

巻
﹄
と
同
じ
よ
う
に
︑
後

⽩
河
法
皇
の
サ
ロ
ン
で

作
製
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
︒
そ
う
だ
と
す

れ
ば
︑
こ
の
吉
備
伝
説
の

話
の
原
形
は
︑
熊
野
参
詣

ブ

ム
の
只
中
の
平
安

時
代
末
期
に
遡
る
こ
と

に
な
る
︒ 

さ
ら
に
︑
こ
の
﹃
吉
備
⼤
⾂
⼊
唐
絵
巻
﹄
の
も
と
に
な

た
と
考
え
ら

れ
る
話
が
︑
⼤
江
匡
房
が
語
り
︑
そ
れ
を
藤
原
信
⻄
の
⽗
で
あ
る
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

実
兼

さ

ね

か

ね

が
書
き
留
め
た
も
の
と
伝
わ
る
﹃
江
談
抄

ご
う
だ
ん
し

う

﹄
の
第
三
の
⼀
話
﹃
吉

備
⼊
唐
の
間
の
事
﹄
に
書
か
れ
る
︒ 

こ
こ
に
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
霊
や
囲
碁
勝
負
︑﹃
野
⾺
台
詩

や

ま

た

い

し

﹄
を
読
む

と
い

た
話
が
載
せ
ら
れ
る
︒ 

し
か
し
︑
⽟
藻
や
隆
昌
⼥
の
よ
う
な
美
⼥
や
狐
は
登
場
し
な
い
︒ 

画 像 ④  歌 川 国 貞 画  

『 ⽞ 東 妻 隆 昌 ⼥ 』『 安 部 の 仲 麿 の 霊 』  

画 像 ⑤ 『 吉 備 ⼤ ⾂ ⼊ 唐 絵 巻 』 よ り  

「 吉 備 ⼤ ⾂ 、 唐 の 名 ⼈ と の 囲 碁 勝 負 の 場 ⾯ 」  



そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
美
⼥
や
狐
の
話
は
︑
後
世
に
な

て
吉
備
伝
説
に

付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑先
に﹃
狐

媚
記
﹄
の
所
で
⽰
し
た
よ
う
に
︑
⼤
江
匡
房
は
︑
楊
貴
妃
に
興
味
を
持

ち
︑
⽇
本
に
渡

た
九
尾
の
狐
の
物
語
を
書
い
て
い
た
の
だ
︒ 

﹃
江
談
抄
﹄
は
︑
先
に
も
書
い
た
と
お
り
︑
⼤
江
匡
房
が
語
り
藤
原
実

兼
が
こ
れ
を
書
き
留
め
た
も
の
だ
が
︑後
に
改
竄

か

い

ざ

ん

さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
︒ 

例
え
ば
︑﹃
江
談
抄
﹄
の
第
三
の
三
話
の
﹃
阿
倍
仲
麿
歌
を
読
む
事
﹄

だ
が
︑
こ
れ
は
︑
永
久
四
年
︵
１
１
１
６
︶
の
事
件
を
話
題
と
し
て
い
る
︒

⼤
江
匡
房
は
天
永
⼆
年
︵
１
１
１
１
︶︑
藤
原
実
兼
は
天
永
三
年
︵
１
１
１

２
︶
に
没
し
て
い
て
︑
永
久
四
年
︵
１
１
１
６
︶
の
事
件
を
書
く
事
が
出

来
た
わ
け
が
な
い
︒ 

筆
者
は
︑
美
⼥
や
狐
の
登
場
す
る
物
語
こ
そ
︑
⼤
江
匡
房
が
語

た

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
吉
備
伝
説
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
︒ 

藤
原
実
兼
は
﹃
吉
備
⼊
唐
の
間
の
事
﹄
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
︒ 

 

⼤
江
匡
房
談
 

藤
原
実
兼
筆
  

吉
備
⼊
唐
の
間
の
事
︵
抜
粋
︶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
⽂ 

江
師
云
︑
此
事
我
慥
委
ハ
難
無
⾒
書
︑
故
孝
親
朝
⾂
之
従
先
祖
語

伝
之
由
被
語
也
︒
⼜
⾮
無
其
謂
︒
太
略
粗
書
ニ
モ
有
所
⾒
歟
︒
我
朝

⾼
名
只
在
吉
備
⼤
⾂
︒
⽂
選
囲
碁
野
⾺
台
︑
此
⼤
⾂
徳
也
︒ 

 
 
 
 
 
 
 

新
⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
  

江
談
抄
 

中
外
抄
 

富
家
語
 

岩
波
書
店
よ
り 

 
 
 
 
 
 

訳 

江
師

ご

う

し

︵
⼤
江
匡
房
︶
は
云
う
︒﹁
此
事
を
︑
私
は
︑
た
し
か
に
詳 く

わ

し
く

は
書
に
⾒
る
事
は
出
来
な
か

た
︒
し
か
し
︑
故 

孝
親

た

か

ち

か

朝
⾂
︵
⼤
江

匡
房
の
外
祖
⽗
・
橘
孝
親
︶
の
先
祖
が
語
り
伝
え
た
も
の
ゆ
え
︑
こ
れ
を

語
る
の
だ
︒
ま
た
︑
そ
の
⾔
わ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
⼤
略
は
︑

書
に
も
⾒
ら
れ
る
所
が
あ
る
︒
我
が
朝
の
⾼
名
は
︑
た
だ
︑
吉
備
⼤

⾂
に
在
る
︒
⽂
選

も

ん

ぜ

ん

︑
囲
碁
︑
野
⾺
台

や

ま

た

い

・
・
・
こ
れ
は
⼤
⾂
の
徳
で
あ

る
︒﹂ 

 す
な
わ
ち
︑
⼤
江
匡
房
は
︑
こ
の
話
を
事
実
で
は
な
い
と
し
て
も
︑

真
実
を
含
ん
で
い
る
と
語

て
い
た
と
い
う
の
だ
︒ 

⼤
江
匡
房
は
︑
こ
の
時
代
の
最
⾼
知
能
と
⾔

て
よ
い
︒
そ
の
⼤
江

匡
房
が
こ
の
よ
う
に
⾔

て
い
る
事
を
⾺
⿅
げ
た
作
り
話
だ
と
無
視
し

て
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒ 

阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑
楊
貴
妃
の
史
歴
上
の
死
で
あ
る
⾺
嵬
事
変
が
起
こ

た
７
５
６
年
︑
⽇
本
で
は
︑
死
ん
だ
も
の
と
⾒
な
さ
れ
て
い
た
︒ 

即
ち
︑
筆
者
は
︑
こ
の
吉
備
伝
説
を
︑
吉
備
真
備
と
︑
幽
⻤
と
な

た
︵
死
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︶
阿
倍
仲
⿇
呂
が
︑
楊
貴
妃
を
亡
命
さ
せ

た
物
語
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒ 

 



八
 
阿
倍
仲
麻
呂
の
帰
朝
説 

 

 
阿
倍
仲
⿇
呂
が
︑
楊
貴
妃
を
亡
命
さ
せ
た
と
い
う
話
に
つ
い
て
説
明

し
よ
う
と
す
る
に
は
︑﹃
阿
倍
仲
⿇
呂
の
帰
朝
説
﹄
に
つ
い
て
触
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
︒
本
来
︑
こ
の
事
だ
け
で
⼀
つ
の
論
⽂
を
書
く
必
要
が

あ
る
ほ
ど
の
話
な
の
だ
が
︑
簡
単
に
説
明
し
て
み
よ
う
︒ 

先
ほ
ど
名
を
挙
げ
た
﹃
江
談
抄
﹄
の
第
三
の
三
話
︑﹃
阿
倍
仲
麿
歌
を

読
む
事
﹄
だ
が
︑
こ
こ
に
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
﹃
天

の
原
︑
振
り
さ
け
⾒
れ
ば
春
⽇
な
る
三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か
も
﹄
の

詩
を
引
き
合
い
に
出
し
て
︑
い

た
い
︑
こ
の
詩
は
唐
で
詠
ま
れ
た
も

の
な
の
か
と
訝 い

ぶ
か

し
む
⼈
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑
今
昔
物
語
﹃
安

陪
仲
麿
︑
於
唐
読
和
歌
語
第
四
⼗
四
﹄
に
は
︑﹁
此
れ
は
︑
仲
丸
︑
此
国

に
返
て
語
け
る
を
聞
て
語
り
伝
へ
た
る
と
や
﹂
と
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
が
⽇

本
に
帰

て
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の

帰
朝
説
は
︑
古
来
か
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

史
書
の
記
録
に
よ
れ
ば
︑
７
５
３
年
の
終
わ
り
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑

⽇
本
の
遣
唐
使
節
団
の
唐
側
送
使
⻑
と
し
て
吉
備
真
備
等
と
共
に
︑
⽇

本
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
い
う
︒ 

し
か
し
︑
第
２
船
の
⼤
伴
古
⿇
呂
や
鑑
真
︑
第
３
船
の
吉
備
真
備
︑

第
４
船
が
⽇
本
に
到
着
し
た
の
に
対
し
て
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
乗
る
第
１

船
は
︑
遣
唐
⼤
使
の
藤
原
清
河
と
共
に
遭
難
し
⾏
⽅
不
明
に
な

て
し

ま
う
︒
⽇
本
で
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
藤
原
清
河
の
⽣
存
が
絶
望
視
さ
れ

る
が
︑
実
は
︑
彼
ら
は
⽣
き
て
い
て
︑
⻑
安
の
都
に
戻

て
く
る
の
だ
︒ 

そ
し
て
︑
そ
の
後
︑
⽇
本
に
帰

て
く
る
事
は
な
か

た
と
さ
れ
て

い
る
︒ 

し
か
し
︑
彼
ら
が
⽣
き
て
︑
⻑
安
に
戻

て
来
た
な
ら
︑
本
来
︑
そ

の
後
︑
ど
の
よ
う
な
⾏
動
を
取
る
べ
き
で
あ

た
だ
ろ
う
か
？ 

前
回
の
７
３
４
年
の
遣
唐
使
団
の
第
２
船
の
中
⾂
名
代
は
︑
阿
倍
仲

⿇
呂
と
藤
原
清
河
と
同
じ
よ
う
に
嵐
の
た
め
唐
の
国
に
戻
さ
れ
︑
船
を

修
理
し
た
後
︑
７
３
５
年
に
再
び
出
帆
し
て
⽇
本
に
帰

て
い
る
︒
第

３
船
の
平
群
広
成
は
︑
安
南
の
崑
崙
国
に
ま
で
流
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
阿

倍
仲
⿇
呂
の
斡
旋
に
よ

て
︑
７
３
９
年
に
渤
海
経
由
で
⽇
本
に
帰
朝

し
て
い
る
︒
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
藤
原
清
河
も
︑
⻑

安
の
都
に
戻

た
後
は
︑
何
と
し
て
も
︑
⽇
本
に
帰

て
く
る
事
を
⽬

指
す
の
が
当
然
で
あ

た
だ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
彼
ら
は
帰

て
来
な
か

た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
理
由
に
つ

い
て
﹁
続
⽇
本
紀
﹂
宝
⻲
⼗
年
︵
７
７
８
︶
２
⽉
４
⽇
藤
原
清
河
の
弔
伝

に
は
︑﹁
廻
⽇
遭
逆
⾵
漂
著
唐
国
南
辺
驩
州
︒時
遇
⼟
⼈
︒
及
合
船
被
害
︒

清
河
僅
以
⾝
免
︒
遂
留
唐
国
︒
不
得
帰
朝
︒﹂
と
あ
る
︒ 

す
な
わ
ち
︑清
河
達
は
︑逆
⾵
で
唐
の
国
の
南
辺
の
驩
州

か
ん
し

う

に
流
さ
れ
︑

そ
こ
で
︑
⼟
⺠
に
襲
わ
れ
︑
船
は
壊
さ
れ
て
︑
清
河
は
︑
こ
の
時
︑
⾝

⼀
つ
で
脱
出
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
た
め
に
帰
る
事
が
出
来
な
か

た

と
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
⽅
︑﹁
⽇
本
後
記
︵
⽇
本
紀
略
︶﹂
延
暦
⼆
⼗
⼆
年
︵
８
０
３
︶
３
⽉
６



⽇
の
記
事
に
は
︑﹁
漂
泊
安
南
︑
屬
祿
⼭
構
逆
︑
群
盜
蜂
起
︑
⽽
夷
撩
放

橫
︑
劫
殺
衆
類
︑
同
⾈
遇
害
者
⼀
百
七
⼗
餘
⼈
︑
僅
遺
⼗
餘
⼈
﹂
と
あ

る
︒ す

な
わ
ち
︑
こ
の
記
事
で
は
︑
安
禄
⼭
の
構
逆
︵
安
史
の
乱
︶
の
た
め

に
︑
盗
賊
が
横
⾏
し
︑
原
住
⺠
の
抑
え
が
効
か
な
く
な
り
︑
阿
倍
仲
⿇

呂
と
藤
原
清
河
の
乗

た
船
の
乗
組
員
１
７
０
⼈
余
り
が
殺
さ
れ
︑
⽣

き
残

た
の
は
︑
僅
か
⼗
数
⼈
で
あ

た
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
︒ そ

し
て
︑
こ
の
記
事
が
︑
現
在
の
定
説
と
な

て
い
る
︒
し
か
し
︑

筆
者
は
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
⾮
常
に
違
和
感
を
覚
え
る
︒ 

ま
ず
︑
続
⽇
本
紀
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
藤
原
清
河
の

乗

た
船
は
︑
安
南
ま
で
流
さ
れ
た
も
の
の
︑
そ
こ
は
︑
崑
崙
国
で
は

な
く
︑
唐
の
国
内
の
驩
州

か
ん
し

う

で
あ

た
わ
け
だ
︒
そ
こ
に
は
︑
唐
朝
の
⽀

所
と
⾔
う
べ
き
︑
安
南
都
護
府
が
置
か
れ
て
い
た
︒
何
故
︑
阿
倍
仲
⿇

呂
は
安
南
都
護
府
に
助
け
を
求
め
ず
︑
安
南
都
護
府
は
︑
唐
朝
の
⾼
級

官
僚
で
あ

た
阿
倍
仲
⿇
呂
を
庇
護
し
な
か

た
の
だ
ろ
う
か
？
⾝
⼀

つ
で
逃
げ
出
し
た
り
︑
船
を
壊
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
事
が
本
当
に
起
こ

り
え
た
だ
ろ
う
か
？
た
と
え
︑
記
録
の
と
お
り
︑
本
当
に
船
を
壊
さ
れ

た
の
だ
と
し
て
も
︑
壊
し
た
の
は
︑
唐
の
領
⺠
で
あ

た
わ
け
で
︑
唐

朝
政
府
に
は
︑
代
わ
り
の
船
を
⽤
意
す
る
責
任
が
出
て
き
た
だ
ろ
う
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
船
を
壊
さ
れ
た
の
で
⽇
本
に
帰
れ
な
か

た
と
い
う
続

⽇
本
紀
の
説
明
は
成
り
⽴
た
な
い
︒ 

⽇
本
後
記︵
⽇
本
紀
略
︶は
︑こ
の
私
の
疑
問
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
︑

こ
れ
を
安
禄
⼭
の
構
逆
が
あ

た
た
め
だ
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
︑
ま
す

ま
す
疑
問
で
あ
る
︒
阿
倍
仲
⿇
呂
研
究
の
第
⼀
⼈
者
で
あ
る
杉
本
直
治

郎
⽒
は
︑
７
５
５
年
の
６
⽉
に
⽇
本
の
遣
使
︑
す
な
わ
ち
︑
藤
原
清
河

と
⾒
ら
れ
る
⼈
物
が
⽞
宗
皇
帝
に
拝
謁
し
た
記
録
を
⾒
つ
け
︑
７
５
５

年
の
６
⽉
に
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
藤
原
清
河
が
⻑
安
の
都
に
戻

て
き

て
い
た
と
推
定
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
現
在
の
定
説
に
な

て
い
る ⑼

︒ 

安
禄
⼭
が
反
乱
の
兵
を
あ
げ
た
の
は
︑７
５
５
年
の
１
１
⽉
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
７
５
５
年
の
６
⽉
に
は
︑
唐
の
国
は
︑
ま
だ
平
穏
で
あ

た
の
だ
︒
⼀
部
に
は
︑
こ
の
頃
に
は
︑
す
で
に
︑
安
禄
⼭
が
不
穏
な
動

き
を
し
て
い
て
︑
戦
乱
が
起
こ
る
事
が
予
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
⾒

も
あ
る
が
︑
当
時
︑
安
禄
⼭
を
危
険
視
し
て
い
た
の
は
︑
安
禄
⼭
の
政

敵
で
あ

た
楊
国
忠
で
あ

て
︑
⽞
宗
皇
帝
は
︑
安
禄
⼭
が
謀
反
を
起

こ
す
な
ど
信
じ
て
は
い
な
か

た
︒
楊
国
忠
に
し
て
も
︑
讒
⾔
に
よ

て
安
禄
⼭
を
追
い
お
と
す
事
が
⽬
的
で
あ

て
︑
ま
さ
か
︑
本
当
に
安

禄
⼭
が
挙
兵
す
る
と
は
思

て
も
い
な
か

た
に
違
い
な
い
︒ 

７
５
５
年
の
６
⽉
に
藤
原
清
河
が
⽞
宗
皇
帝
に
拝
謁
し
た
⽬
的
は
︑

今
ま
で
の
経
過
報
告
と
共
に
︑
再
び
の
唐
の
国
か
ら
⽇
本
へ
の
出
航
許

可
を
得
る
た
め
で
あ

た
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
許
可
が
お
り
て
い

た
と
す
れ
ば
︑
７
５
６
年
の
６
⽉
︑
楊
貴
妃
が
⾺
嵬
の
地
で
姿
を
隠
し

た
そ
の
時
に
は
︑
⽇
本
へ
の
出
航
の
準
備
が
整

て
い
た
の
で
は
な
か

た
だ
ろ
う
か
？ 



た
だ
し
︑
そ
の
船
で
藤
原
清
河
が
帰

て
来
な
か

た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
︒
藤
原
清
河
は
⽇
本
に
帰

て
こ
ず
︑
そ
の
後
︑
何
度
も
︑
⽇

本
の
朝
廷
は
︑藤
原
清
河
を
迎
え
る
船
を
唐
の
国
に
送
り
込
ん
で
い
る
︒ 

藤
原
清
河
は
︑
何
故
︑
⽇
本
に
帰

て
来
な
か

た
だ
ろ
う
か
？
遭

難
し
て
︑
臆
病
⾵
に
吹
か
れ
た
た
め
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
︑
楊
貴
妃

を
連
れ
て
⾏
く
事
が
︑
国
際
問
題
に
な
る
事
を
恐
れ
て
︑
乗
船
を
ボ
イ

コ

ト
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
︑
楊
貴
妃
を
⽇
本
の
朝
廷
に
預

け
る
た
め
に
︑
唐
側
か
ら
︑
そ
の
⾝
代
わ
り
の
⼈
質
と
し
て
残
る
事
を

要
求
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

と
に
か
く
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
楊
貴
妃
の
乗

た
船
は
︑
遣
唐
使
で
あ

る
藤
原
清
河
の
乗
ら
な
い
⾮
遣
唐
使
船
と
し
て
︑
⼤
宰
府
に
向
か
い
︑

阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑
そ
こ
に
⼤
弐
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
親
友
の
吉
備

真
備
を
頼
り
︑
楊
貴
妃
を
預
け
た
・
・
・
・
筆
者
は
︑
そ
の
よ
う
に
推

測
す
る
︒ 

 
阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑当
然
︑朝
廷
に
事
の
次
第
を
報
告
し
た
で
あ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
政
務
の
ト

プ
で
あ

た
藤
原
仲
⿇
呂
は
︑
そ
れ
を
信
じ
な

か

た
で
あ
ろ
う
︒ 

 
﹃
安
倍
仲
麿

あ

べ

の

な

か

ま

ろ

⽣
死

し

う

じ

流
傳

る

で

ん

輪
廻

り

ん

ね

物
語
﹄
に
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
が
⽇
本
の

朝
廷
か
ら
︑
唐
の
国
に
魂
を
売

た
の
だ
と
⾔
わ
れ
て
い
た
と
の
話
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 
結
局
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
⾔
動
は
︑
７
５
８
年
に
⼩
野
⽥
守
が
︑
⼤
陸

︵
渤
海
︶
に
調
査
の
為
に
送
り
込
ま
れ
︑
帰
国
し
て
報
告
す
る
ま
で
信
じ

ら
れ
な
か

た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

 
そ
し
て
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
伝
え
た
唐
の
国
の
動
乱
情
報
が
正
し
い
と

認
め
ら
れ
る
と
︑
藤
原
清
河
の
⽣
存
情
報
も
認
め
ら
れ
︑
７
５
９
年
に

阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑
⾼
元
度
の
船
で
︑
再
び
︑
唐
の
国
に
⽴
ち
戻
る
こ
と

と
な

た
と
筆
者
は
推
測
す
る
︒︵﹁
阿
倍
仲
⿇
呂
の
帰
朝
﹂
が
︑﹁
楊
貴
妃
の

亡
命
﹂
に
関
わ
る
出
来
事
の
た
め
︑
歴
史
か
ら
抹
消
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
推
論
に

つ
い
て
は
⾔
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︶ 

 
む
ろ
ん
︑
以
上
の
話
は
︑
全
く
の
筆
者
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
︒ 

 
し
か
し
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
７
５
５
年
の
６
⽉
以
降
か
ら
︑
７
６
０
年

に
左
散
驥
常
侍
︑鎮
南
都
護︵
安
南
都
護
︶に
選
ば
れ
る
ま
で
の
数
年
間
︑

そ
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
︒ 

 
杉
本
直
治
郎
⽒
は
︑こ
の
間
︑阿
倍
仲
⿇
呂
が
⽞
宗
に
付
き
従

て
︑

蜀
に
逃
れ
て
い
た
と
推
察
し
て
い
て
︑
こ
れ
が
現
在
も
︑
最
も
有
⼒
な

説
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
⽞
宗
の
蜀
⾏
の
記
録
の
中
に
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の

名
前
は
な
く
︑
こ
れ
こ
そ
︑
た
だ
の
根
拠
の
な
い
推
論
に
過
ぎ
な
い
︒ 

 
筆
者
の
説
に
は
︑﹃
吉
備
⼤
⾂
⼊
唐
伝
説
﹄
の
他
︑
下
記
の
よ
う
な
根

拠
が
あ
る
︒︵
他
に
も
数
々
あ
る
が
︑
論
考
の
進
⾏
上
︑
書
け
な
い
︶ 

① 

７
５
７
年
に
⼤
伴
古
⿇
呂
等
を
⾸
謀
者
と
す
る
ク

デ
タ

の
試

み
︑
い
わ
ゆ
る
﹃
橘
奈
良
⿇
呂
の
変
﹄
が
起
こ

て
い
る
こ
と
︵
筆

者
は
︑
こ
の
ク

デ
タ

の
試
み
は
︑
唐
の
国
の
動
乱
情
報
を
受
け
て
の
も

の
で
あ

た
と
考
え
る
︒
⼤
伴
古
⿇
呂
は
︑
先
の
遣
唐
副
使
で
あ
り
︑
阿
倍

仲
⿇
呂
を
よ
く
知
る
⼈
物
で
あ
る
︒
唐
の
国
で
は
楊
貴
妃
の
顔
も
⾒
て
い
る



で
あ
ろ
う
︒
必
ず
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
⾔
葉
を
信
じ
た
に
違
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑

前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
⼤
江
匡
房
は
︑﹃
吉
備
⼤
⾂
⼊
唐
伝
説
﹄
を
橘
孝
親

が
先
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
記
載
し
て
い
る
が
︑
橘
孝
親
の
先
祖
を

吉
備
真
備
の
時
代
ま
で
遡
れ
ば
︑橘
奈
良
⿇
呂
に
⾏
き
当
た
る
︒す
な
わ
ち
︑

橘
奈
良
⿇
呂
も
︑
事
の
次
第
を
把
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︶ 

② 

藤
原
清
河
︑
吉
備
真
備
や
⼤
伴
古
⿇
呂
等
と
共
に
唐
に
渡
り
︑
留
学

⽣
と
し
て
唐
の
国
に
留
ま

た
は
ず
の
藤
原
刷
雄
の
名
が
︑７
６
４

年
の
﹃
惠
美
押
勝
の
乱
﹄
の
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
︵
藤
原

刷
雄
は
︑﹃
安
史
の
乱
﹄
が
起
こ
る
と
と
も
に
︑
留
学
を
中
断
し
︑
阿
倍
仲
⿇

呂
と
共
に
船
で
⽇
本
へ
帰
国
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︶ 

③ 

阿
倍
仲
⿇
呂
が
７
６
０
年
に
安
南
都
護
に
就
任
し
︑
実
際
︑
そ
こ
に

赴
任
し
て
い
る
こ
と
︵
阿
倍
仲
⿇
呂
が
驩
州

か
ん
し

う

に
流
さ
れ
た
時
︑
安
南
都
護

府
と
深
い
繋
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な

た
か
ら
こ
そ
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
は
安
南

都
護
に
任
命
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
︶ 

④ 

７
７
９
年
５
⽉
２
６
⽇
の
続
⽇
本
紀
︑阿
倍
仲
⿇
呂
の
死
去
が
⽇
本

に
伝
え
ら
れ
た
時
の
記
録
に
﹁︵
阿
倍
仲
⿇
呂
の
︶
家
族
が
⾮
常
に
貧

し
く
︑
葬
礼
が
充
分
に
⾏
え
な
い
た
め
︑
東
の
絁 あ

し
ぎ
ぬ

百
⽦
と
⽩
の
真
綿

三
百
屯 と

ん

を
賜

た
﹂
と
あ
る
こ
と
︵
杉
本
直
治
郎
⽒
は
︑
こ
れ
を
当
時
︑

⽇
本
に
来
て
い
た
唐
使
の
孫
興
進
等
に
預
け
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
が
︑
阿

倍
仲
⿇
呂
が
唐
の
国
で
亡
く
な

た
の
は
７
７
０
年
で
あ
り
︑
今
さ
ら
︽
７

７
９
年
︾︑
葬
儀
の
や
り
直
し
を
す
る
わ
け
も
な
い
︒
し
か
も
︑
阿
倍
仲
⿇
呂

は
︑
そ
の
死
に
あ
た

て
︑
唐
朝
か
ら
潞
州
⼤
都
督
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
︑
葬
式
の
費
⽤
を
充
分
に
出
せ
な
か

た
と
い
う
の
は
お
か
し

い
︒
筆
者
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
が
⽇
本
で
結
婚
し
家
族
を
も
う
け
て
い
た
と
考

え
る
︒
唐
に
戻
る
に
あ
た

て
︑
そ
の
家
族
は
⽇
本
に
残
さ
れ
た
が
︑
こ
の

時
︽
７
７
９
年
︾︑
初
め
て
家
族
は
阿
倍
仲
⿇
呂
の
死
を
知
ら
さ
れ
︑
葬
儀
を

⾏
お
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
貧
乏
で
葬
儀
の
費
⽤
を
ま
か
な
え
な
か

た
と

解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︶ 

 

九
 
大
江
匡
房
と
熊
野
信
仰 

 

再
び
︑
平
安
末
期
の
⼤
江
匡
房
に
話
を
戻
そ
う
︒ 

そ
の
以
前
に
も
散
発
的
に
⾏
わ
れ
た
事
は
あ

た
も
の
の
︑
貴
族
た

ち
の
熊
野
参
詣
の
本
格
的
ブ

ム
は
︑
⽩
河
法
皇
の
時
代
に
始
ま
る
︒ 

こ
の
⽩
河
法
皇
に
仕
え
︑
思
想
的
に
⼤
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の

が
⼤
江
匡
房
で
あ

た
︒ 

筆
者
は
︑﹃
狐
媚
記
﹄
や
﹃
江
談
抄
﹄
の
﹃
吉
備
⼊
唐
の
間
の
事
﹄
か

ら
︑
⼤
江
匡
房
は
当
時
︑
楊
貴
妃
の
渡
来
説
を
再
発
⾒
し
て
い
て
︑
こ

れ
が
︑
こ
の
後
も
続
く
貴
族
た
ち
の
熊
野
参
詣
ブ

ム
の
本
と
な

た

と
考
え
て
い
る
︒ 

⼤
江
匡
房
が
⽩
河
法
皇
に
従

て
熊
野
に
参
詣
す
る
事
は
な
か

た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
⼤
江
匡
房
の
存
在
は
⽩
河
法
皇
の
熊

野
信
仰
に
影
響
を
与
え
て
い
た
︒ 

こ
の
事
は
⾺ 
耀
⽒
が﹃
⼤
江
匡
房
に
お
け
る
中
国
⽂
化
の
受
容
と
変



容 : 
﹃
本
朝
神
仙
伝
﹄
と
中
国
の
仙
伝
類
を
中
⼼
に
﹄
で
指
摘
さ
れ
て

い
る ⑽

︒ 

⾺ 

耀
⽒
は
︑
⽩
河
法
皇
の
最
初
の
熊
野
参
詣
で
あ
る
寛
治
四
年
︵
１

０
９
０
︶の
参
詣
に
つ
い
て
鎌
倉
時
代
初
期
に
成
⽴
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
﹃
熊
野
権
現

く

ま

の

ご

ん

げ

ん

⾦
剛
蔵
王

こ

ん

ご

う

ざ

お

う

宝
殿

ほ

う

で

ん

造
功

ぞ

う

こ

う

⽇
記
﹄
の
﹃
⽩
河
院
熊
野
御
参

詣
事
﹄
に
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
事
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒ 

﹁
寛
治
四
年
正
⽉
⼗
六
⽇
壬
午

み
ず
の
え
う
ま

︑
御
精
進
︒
廿
⼆

に
じ

う
に

⽇
戊
⼦

つ
ち
の
え
ね

御
進
発
︒
道

之
間
︑
⼗
⼋
⽇
︒
⼆
⽉
⼗
⽇
︑
本
宮
付
︒
⼗
⼀
⽇
丙
午

ひ
の
え
う
ま

︑
御
奉
幣
︒
同

⼗
⼀
⽇
︑
⼤
峯
縁
起
︑
開
御
覧
︒
読
⼈
僧
隆
明

り

う
み

う

︑
依
不
⾒
⽬
不
読
︑
奉

⾏
⼈
匡
房
読
之
︒﹂ 

す
な
わ
ち
︑
寛
治
四
年
の
⽩
河
法
皇
の
熊
野
参
詣
の
時
︑
⽩
河
法
皇

は
︑
本
宮
で
﹃
⼤
峯
縁
起
﹄
を
ご
覧
に
な

た
が
︑
こ
の
時
︑
先
達

せ

ん

だ

つ

で

あ

た
僧
の
隆
明

り

う
み

う

に
は
こ
れ
を
読
む
事
が
出
来
ず
︑
代
わ
り
に
付
き
従

て
き
た
⼤
江
匡
房
が
読
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒ 

⼤
江
匡
房
の
熊
野
信
仰
へ
の
造
詣
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
話
で
あ
る
︒ 

こ
の
記
述
は
︑﹃
中
右
記

ち

う

ゆ

う

き

﹄
な
ど
︑
他
の
資
料
に
は
⾒
ら
れ
ず
︑
⼤
江

匡
房
が
寛
治
四
年
の
⽩
河
法
皇
の
熊
野
参
詣
に
付
き
従

て
い
た
事
を

含
め
︑
事
実
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒ 

し
か
し
︑そ
う
で
あ

て
も
︑﹃
熊
野
権
現

く

ま

の

ご

ん

げ

ん

⾦
剛
蔵
王

こ

ん

ご

う

ざ

お

う

宝
殿

ほ

う

で

ん

造
功

ぞ

う

こ

う

⽇
記
﹄

が
鎌
倉
時
代
初
期
に
成
⽴
し
て
い
る
事
を
考
え
て
も
︑
こ
の
時
代
の

⼈
々
が
︑
⽩
河
法
皇
の
熊
野
参
詣
に
⼤
江
匡
房
が
影
響
を
与
え
て
い
た

と
考
え
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒︵
注
・
寛
治
四
年
に
⽩
河
院

は
︑ま
だ
︑法
皇
で
は
な
か

た
が
︑本
論
で
は
︑呼
称
を
統
⼀
し
法
皇
と
し
た
︒︶ 

 

結
び 

 

前
回
の
論
考
で
︑
筆
者
は
﹁
宇
多
法
皇
﹂﹁
後
⽩
河
法
皇
﹂
の
信
仰
が

楊
貴
妃
と
結
び
付
い
て
い
る
事
を
⽰
し
た
︒
今
回
の
論
考
で
は
︑
そ
れ

に
引
き
続
き
︑﹁
⽩
河
法
皇
﹂﹁
⿃
⽻
法
皇
﹂
の
信
仰
が
楊
貴
妃
と
結
び

付
い
て
い
る
事
を
⽰
す
事
が
出
来
た
︒
さ
ら
に
︑
吉
備
⼊
唐
伝
説
は
安

倍
晴
明
伝
説
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
︒
安
倍
晴
明
と
花
⼭
法
皇
と
の
関

係 ⑾

を
考
え
る
な
ら
︑
楊
貴
妃
は
︑﹁
花
⼭
法
皇
﹂
の
信
仰
と
も
結
び
つ
い

て
い
る
と
⾔
え
る
だ
ろ
う
︒ 

熊
野
信
仰
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
上
皇
・
法
皇
の
中
で
︑残
る
の
は
︑

﹁
後
⿃
⽻
上
皇
﹂
だ
が
︑﹁
後
⿃
⽻
上
皇
﹂
の
治
世
は
︑
前
回
の
論
考
で

述
べ
た
﹁
藤
原
信
⻄
が
楊
貴
妃
の
絵
巻
を
作

た
﹂
記
録
を
残
し
た
九

条
兼
実
が
摂
政
・
関
⽩
を
務
め
て
い
た
時
代
で
あ
る
︒
ま
た
︑
後
⿃
⽻

上
皇
の
熊
野
御
幸
に
同
⾏
し
た
藤
原
定
家
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語 ⑿

﹄
と
⾔
う

⼩
説
を
残
し
て
い
る
︒﹃
松
浦
宮
物
語
﹄は
︑唐
の
国
の
戦
乱
を
舞
台
に
︑

運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
唐
の
国
の
妃
と
⽇
本
か
ら
渡

て
来
た
遣
唐
使
と

の
ラ
ブ
ス
ト

リ

で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
楊
貴
妃
と
阿
倍
仲
⿇
呂
を

モ
デ
ル
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
後
⿃
⽻
上
皇
﹂
の
時
代
も
楊
貴
妃
の

信
仰
が
熊
野
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
⾔

て
良
い
と
思
う
︒ 

こ
れ
で
︑
熊
野
を
崇
敬
し
た
ほ
と
ん
ど
の
法
皇
・
上
皇
と
楊
貴
妃
と



の
結
び
付
き
を
⽰
す
事
が
出
来
た
︒ 

さ
ら
に
筆
者
は
︑⽩
河
法
皇
の
時
代
に
始
ま
る
熊
野
参
詣
ブ

ム
が
︑

⼤
江
匡
房
の
楊
貴
妃
渡
来
説
の
再
発
⾒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
を
指
摘

し
た
︒ 

⼤
江
匡
房
は
︑
⽩
河
法
皇
の
⽗
で
あ
る
後
三
条
天
皇
に
も
仕
え
︑
こ

の
時
︑
す
で
に
そ
の
政
治
の
中
枢
を
構
成
し
て
い
た
︒ 

後
三
条
天
皇
は
最
初
に
伏
⾒
稲
荷
を
参
詣
し
た
天
皇
で
あ
る
と
⾔
わ

れ
て
い
る ⒀

︒
ま
た
輪
王
灌
頂
︵
皇
帝
を
転
輪
聖
王
に
位
置
づ
け
る
密
教
に
よ

る
天
皇
の
即
位
儀
式
︶
を
⾏

た
最
初
の
天
皇
だ
と
も
⾔
わ
れ
て
い
る
︒

こ
の
時
︑
⾏
な
わ
れ
た
輪
王
灌
頂
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

た
か
︑

そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
後
の
輪
王
灌
頂
を
参
考
に
す
る
限

り
︑
そ
れ
は
︑
熊
野
権
現
や
吒
枳
尼
天

だ

き

に

て

ん

︵
稲
荷
・
狐
︶
信
仰
と
関
連
す
る

も
の
で
あ

た
だ
ろ
う
︒
名
古
屋
⼤
学
の
阿
部
泰
郎
教
授
は
︑
鎌
倉
初

期
の
慈
円

じ

え

ん

の
﹃
夢
相
記

む

そ

う

き

﹄
に
︑
こ
の
後
三
条
天
皇
が
輪
王
灌
頂
を
⾏

た
と
す
る
記
録
を
⼤
江
匡
房
に
よ
る
も
の
と
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る ⒁

︒ 

輪
王
灌
頂
は
︑
そ
の
元
を
た
ど
れ
ば
︑
真
⾔
⼋
祖
の
⼀
⼈
︑
不
空
三
蔵

ふ

く

う

さ

ん

ぞ

う

が
︑
楊
貴
妃
が
亡
く
な

た
原
因
と
さ
れ
る
﹁
安
史
の
乱
﹂
を
調
伏
す

る
た
め
に
護
国
思
想
に
基
づ
い
て
⾏

た
も
の
と
さ
れ
る ⒂

︒
不
空
は
楊

貴
妃
の
夫
で
あ
る
⽞
宗
︑
粛
宗

し

く
そ
う

︑
代
宗
の
三
帝
の
師
と
さ
れ
て
い
た
︒ 

後
三
条
天
皇
の
伏
⾒
稲
荷
参
詣
も
輪
王
灌
頂
も
︑
⼤
江
匡
房
の
楊
貴

妃
渡
来
説
の
影
響
を
受
け
て
⾏
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒ 

熊
野
信
仰
︑
稲
荷
信
仰
︑
密
教
は
︑
楊
貴
妃
信
仰
を
媒 な

か
だ
ち

と
し
て
︑
密

接
に
絡
み
合

て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

今
回
の
論
考
は
こ
こ
ま
で
で
⽌
め
お
く
︒ 

次
回
よ
り
︑
い
よ
い
よ
こ
の
論
考
の
本
旨
に
⼊
る
︒ 

 

補
足 

 

本
論
考
は
︑
筆
者
が
ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
で
出
版
し
て
い
る 

﹁
⿓
神
楊
貴
妃
伝
１
楊
貴
妃
渡
来
は
流
⾔
じ

す
ま
な
い
﹂ 

http

・://w
w

w
.am

azon.co.jp/dp/4990960408/ 

お
よ
び
︑﹁
⿓
神
楊
貴
妃
伝
２
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
楊
貴
妃
後
伝
﹂ 

https://w
w

w
.am

azon.co.jp/dp/4990960416/  

の
⼀
部
を
抜
粋
し
︑
再
編
し
た
も
の
で
あ
る
︒ 

 
今
回
︑
８
章
で
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
動
向
に
つ
い
て
筆
者
の
推
論
を
述

べ
た
が
︑
そ
れ
よ
り
︑
⾺
嵬
で
姿
を
隠
し
た
後
の
楊
貴
妃
の
動
向
に
こ

そ
︑
興
味
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹁
⿓

神
楊
貴
妃
伝
２
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
楊
貴
妃
後
伝
﹂
に
詳
し
く
述
べ
て
い

る
の
で
︑
興
味
を
持
た
れ
た
⽅
は
︑
ご
⼀
読
願
い
た
い
︒ 

 

注 
 

⑴ 

⼭
本 
陽
⼦ 

﹃
切
⽬
王
⼦
像
⼩
考--

熊
野
曼
荼
羅
か
ら
⼀
本
ダ
タ
ラ
ま
で
﹄ 

※
﹁
安
史
の
乱
﹂ 

安
禄
⼭
・
史
思
明
の
指
導
に
よ
る
唐
の
国
で
起
こ

た
⼤
規
模
な
反
乱
の
事
︒ 

こ
の
た
め
︑
皇
帝
・
⽞
宗
は
⻑
安
の
都
を
脱
出
す
る
が
︑
そ
の
途
中
︑
⾺
嵬
で
近
衛
兵
達
の
暴
動
が

起
こ
り
︑
楊
貴
妃
に
死
刑
が
⾔
い
渡
さ
れ
た
︒ 



明
星
⼤
学
研
究
紀
要 

⽇
本
⽂
化
学
部
・
造
形
芸
術
学
科2004 

鈴
⽊
正
宗 

﹃
熊
野
の
根
源
的
⼒
を
探
る
︵
⼋
︑
切
⽬
王
⼦
の
位
置
付
け
︶﹄ 

国
際
熊
野
学
会
﹁
熊
野
学
研
究―

第
７
号―

﹂ 

⑵ 

岡
部
明
⽇
⾹﹃
⽇
本
に
お
け
る
楊
貴
妃
怪
異
説―

台
北
故
宮
博
物
院

本
﹃
歌
⾏
詩
﹄﹁
⻑
恨
歌
﹂
書
き
込
み
か
ら
の
考
察―

﹄
  

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

﹁
東
ア
ジ
ア
⽂
化
交
流―
妖
異
・
怪
異
・
変
異―

﹂ 

⑶ 

﹃
中
国
古
典
⼩
説
選
５
﹄
 

⿊
⽥
真
美
⼦
訳
 

明
治
書
院
参
考 

⑷ 

静
永 

健
﹃
⽩
居
易
﹁
任
⽒
⾏
﹂
考
﹄
  

九
州
⼤
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ 

https://ci.nii.ac.jp/naid/120000987803 

⑸ 

﹃
千
字
⽂
﹄ 

﹁
弔
⺠
伐
罪
 

周
發
殷
湯
﹂
 

李
注
 

抜
粋 

召
公

し

う
こ
う

は
妲
⼰

だ

き

の
容
姿
が
端
麗

た

ん

れ

い

で
︑ち

と
微
笑
む
だ
け
で
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
の
美
し
さ
に
満
ち
る
の
を
⾒
る
と
︑
殺
す
に
忍
び
ず
︑

そ
の
ま
ま
に
し
て
⼀
夜
が
明
け
た
︒
太
公
が
召
公
に
⾔
う
こ
と
は
︑

﹁
紂 ち

う

が
国
を
亡
ぼ
し
︑
家
を
喪 う

し
な

た
の
は
︑
す
べ
て
こ
の
⼥
の
た
め

で
あ
り
ま
す
︑
こ
の
⼥
を
殺
さ
ず
に
︑
い

た
い
い
つ
ま
で
待
た
れ

ま
す
か
︒﹂
そ
こ
で
妲
⼰
を
剉
碓

ざ

た

い

︵
押
し
切
り
︑
ギ
ロ
チ
ン
の
如
き
も
の
︶

に
か
け
た
︒
た
ち
ま
ち
変
じ
て
九
尾
の
狐
狸

き

つ

ね

と
な

た
︒ 

﹁
千
字
⽂
﹂
岩
波
⽂
庫
 

⼩
川
環
樹
・
本
⽥
章
義
注
解
よ
り 

※
た
だ
し
︑
現
存
︑
最
古
の
﹃
注
千
字
⽂
﹄
に
︑
九
尾
の
狐
の
話
は

載

て
お
ら
ず
︑後
の
世
に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒ 

⿊
⽥
彰
 

﹁
上
野
本
﹃
注
千
字
⽂
﹄﹂ 

関

⻄

⼤

学

学

術

リ

ポ

リ

ト

ジ
 

http://hdl.handle.net/10112/5342

  

⑹ 

王
暁
平
 

﹃
願
⽂
に
ひ
そ
む
俗
⽂
学 ―

﹃
江
都
督
納
⾔
願
⽂
集
﹄

を
中
⼼
と
し
て―

﹄ 

 
帝
塚
⼭
⼤
学
⼈
間
⽂
化
学
年
報
︵
平
成
１
７
年
・
２
０
０
５
年
︶ 

http://w
w

w
.lib.tezukagu.ac.jp/kiyo/nT

EZ
U

K
A

Y
A

M
A

G
A

K
U

IN
-U

N
I/n7P

D
F/n7W

ang.pdf 

⑺ 

﹃
簠
簋
袖
裡
傳

ほ

き

し

う

り

で

ん

﹄ 

阪
本
⿓
⾨
⽂
庫
善
本
電
⼦
画
像
集 

http://m
ahoroba.lib.naraw

u.ac.jp/y05/htm
l/239/ 

画
像
６
１

６
２
・
６
５

参
照 

⑻ 

藤
巻
⼀
保
 

﹃
安
倍
晴
明
﹄
 
 

学
研 

⑼ 

杉
本
直
治
郎
 

﹃
阿
倍
仲
⿇
呂
傳
研
究
﹄
 
 

勉
誠
出
版 

⑽ 

⾺ 

耀 

﹃
⼤
江
匡
房
に
お
け
る
中
国
⽂
化
の
受
容
と
変
容 : 

﹃
本

朝
神
仙
伝
﹄
と
中
国
の
仙
伝
類
を
中
⼼
に
﹄
  

⽇
本
語
と
⽇
本
⽂
学
 

第
５
１
号 

筑
波
⼤
学
国
語
国
⽂
学
会 

https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/56652924.pdf 

⑾ 

⼤
鏡
に
は
︑
安
倍
晴
明
が
花
⼭
天
皇
の
退
位
を
予
⾔
し
︑
そ
れ
を
⽌

め
よ
う
と
し
た
話
が
書
か
れ
て
い
る
︒ 



﹁
⼤
鏡
﹂
花
⼭
天
皇
の
項
 

抜
粋 

さ
て
⼟
御
⾨

つ

ち

み

か

ど

⾨
よ
り
︑
東
ざ
ま
に
ゐ
て
い
だ
し
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
に
︑

晴
明
が
家
の
前
を
わ
た
ら
せ
給
へ
ば
︑
み
づ
か
ら
の
聲 こ

え

に
て
︑
⼿
を

お
び
た
ゞ
し
く
は
た
は
た
と
う
つ
な
る
︑
晴
明
﹁
帝
お
り
さ
せ
給
ふ

と
⾒
ゆ
る
天
變

て

ん

べ

ん

あ
り
つ
る
が
︑
既 す

で

に
な
り
に
け
り
と
み
ゆ
る
か
な
︑

參
り
て
奏
せ
む
︑⾞
に
装
束
せ
よ
﹂と
い
ふ
聲
を
き
か
せ
給
ひ
け
む
︒

さ
り
と
も
︑
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
む
か
し
︒
晴
明
﹁
か
つ
ゝ
ゝ
式
神

⼀
⼈
内
裏

だ

い

り

へ
ま
ゐ
れ
﹂
と
申
し
け
れ
ば
︑
⽬
に
は
み
え
ぬ
も
の
ゝ
︑

⼾
を
お
し
あ
け
て
︑
御
う
し
ろ
を
や
⾒
ま
ゐ
ら
せ
け
む
︑
式
神
﹁
只

今
こ
れ
よ
り
す
ぎ
さ
せ
お
は
し
ま
す
め
り
﹂
と
︑
い
ら
へ
け
る
と
か

や
︒ 

⑿ 

﹃
松
浦
宮
物
語
／
無
名
草
⼦
﹄ 
 

⽇
本
古
典
⽂
学
４
０
 

⼩
学
館 

⒀ 

延
久
四
年
︵
１
０
７
２
︶
三
⽉
⼆
六
⽇ 

後
三
条
天
皇
に
よ
る
稲
荷
社
⾏
幸 

旧
記
云
く
︑
後
三
条
院
春
⽇
社
へ
⾏
幸
︑
稲
荷
を
の
り
う
ち
あ
り
け

れ
ば
︑
稲
荷
⼤
明
神
御
述
懐
あ
り
て
︑
ち
は
や
ふ
る
神
の
数
に
も
⼊

る
な
ら
ば
ま
れ
の
御
幸
を
よ
そ
に
⾒
ま
し
や 

﹁
稲
荷
社
事
実
考
証
記
﹂
１
７
８
９
年 

⒁ 

阿
部
泰
郎 

﹃
中
世
思
想
⽂
献
の
研
究
︹
三
︺―

架
蔵
﹁
輪
王
灌
頂
⼝
伝
﹂
翻
印

と
解
題
﹄
  

名
古
屋
⼤
学
⽂
学
部
研
究
論
集
  

⽂
学
５
５
巻
２
０
０
９
年
３
⽉ 

http://hdl.handle.net/2237/12942 

⒂ 

苫
⽶
地 

誠
⼀
﹃
真
⾔
密
教
に
お
け
る
護
国
﹄ 

現
代
密
教
１
３
号 

http://w
w

w
.chisan.or.jp/files/user/pdfD

/ 

gendaim
ikkyo/13pdf/11.pdf 

  


