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『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰賴

思

一
、
は
じ
め
に

の
楊
爾
曾
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
新

仙
媛
紀
事
』（
以

下
、『
仙
媛
紀
事
』
と
記
す
）
は
中
國
に
お
け
る
女
仙
傳
の
集
大
�１
）

で
あ
る
。
女
仙
傳
記
集
の
中
で

も
大
部
の
も
の
と
し
て

目
さ

れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

の
揷
繪
入
り
の
傳
記
集

で
あ
る
點
、
更
に

め
て

人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
點

で
も

義
深
い
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
仙
媛
紀
事
』
は
、

敎
と
女
性
と
の
關
係
、
或
い
は

代
の

敎

や
出
版

を
考
え
る
上
で
重

で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
從
來
十
分
に

究

が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
憾
み
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
仙
媛
紀

事
』
の

立
事

を
中
心
に
、
撰

で
あ
る
楊
爾
曾
の

敎
信
仰

と
『
仙
媛
紀
事
』
に
關
す
る
基
礎

な

問
題
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
。

そ
も
そ
も
現
在
に
至
る
ま
で
、『
仙
媛
紀
事
』
を
專
門
に

っ

た

究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

淸
版
畫

究
や
小

究
の
中
で

片

に

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

で
は
、
目
�２
）や

提
�３
）で

に
言

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方

で
、
楊
爾
曾
に
つ
い
て
、

に
專
門

な

究
を
行
っ
た
の
は

鄭
振
鐸
で
あ
ろ
う
。
楊
爾
曾
は
、

士
と
は
な
ら
ず
書
肆
の
經
營

び
出
版
事
業
を
生
業
と
し
、
細
密
な
版
畫
入
り
の
書
物
を
出
版

し
た
人
物
で
あ
り
、

代
の

名
な
出
版

人
と
の

識
が
一
般
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で
あ
る�４
）。

彼
に
つ
い
て
の

究
は

年
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、

や
は
り
多
く
は
な
い�５
）。

こ
の
よ
う
な
『
仙
媛
紀
事
』

究
の
現

を
踏
ま
え
た
上
で
、

同
書
の

立
に
議
論
の
焦
點
を
絞
る

に
、
女
仙
傳
記
集
に
關
す

る
先
行

究
を

し
て
お
き
た
い
。
女
性

敎
史
や
女
仙
信
仰
、

女
仙
傳
記
の

般
に

る

究

果
に
お
い
て
、
女
仙
傳
記
集
に

關
す
る
論
考
は
多
く
な
く�６
）、

淸
時
代
に
は
女
仙
傳
は
ほ
と
ん
ど

見
當
た
ら
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
。
女
仙
の
傳
記
の
み
を
收
集
し

た
傳
記
集
は
、

の
杜
光
庭
の
『

集
仙

』、
元
の
趙

一

の
『

世
眞
仙
體

鑑
後
集
』（
以
下
、『

鑑
後
集
』
と
記
す
）、

び

の
楊
爾
曾
の
『
仙
媛
紀
事
』
の
三
書
が
流
傳
し
て
い
る
。

第
一
の
女
仙
集
傳
で
あ
る
『

集
仙

』
の

究
は
豐
富
だ
が�７
）、

『

集
仙

』
以
降
の
女
仙
傳
記
集
の

究
は
少
く
、『
仙
媛
紀

事
』
も
重

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

淸
時
代
の
女
仙

究
に
つ

い
て
、

學

な

究
や

史

な

究
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、

女
仙
信
仰
の
思
想

に
つ
い
て
は

れ
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が

ま
だ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

世
の
女
仙
信
仰
に
關
す
る

究
は

少
な
く�８
）、『
仙
媛
紀
事
』
に
至
っ
て
は
言

さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
な
い
の
が
現

で
あ
る
。

二
、

纂

楊
爾
曾
の
信
仰
と
出
版
事
業

楊
爾
曾
に
つ
い
て
考
證
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る

料
は
限
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
彼
の
出
版
物
の
序
、

首
、

印
鑑
等
の
限
り
あ
る

料
を

査
し
、『
仙
媛
紀
事
』
が

纂
さ
れ
た

因
を
探
る
こ
と
を
試
み
る
。

楊
爾
曾
は
一
般
に
、
出
版

人
と
し
て

識
さ
れ
て
い
る
が
、

實
は
淨

の
信
徒
で
も
あ
り
、
い
く
つ
か
の
重

な

敎
系
の

書
物
を
出
版
し
た
。
以
下
、
彼
の
出
版
し
た
い
く
つ
か
の
書
物
が
、

楊
氏
の

敎

な
信
仰
心
と
無
關
係
の
も
の
と
は
考
え

い
こ
と

を
論
じ
た
い
。

（
一
）
淨

の
信
仰

楊
爾
曾
の
淨

に
對
す
る
信
仰
を
考
え
る
と
き
、『
出
像
許

眞
君
淨

宗
敎

』
は
重

な
書
物
で
あ
る
。「
紀
刻
許
眞
君
淨

宗
敎

事�９
）」
と
い
う
序

の
中
で
彼
は
許
遜
の
弟
子
で
あ
る
と

自

し
、
入

の
事

を
記
す
。
こ
の

料
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
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目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
本
稿
の
考
察
に
缺
か
せ
な
い

重

な

料
で
あ
る
。

代
の
草
書
で
書
か
れ
て
お
り
極
め
て

解
で
あ
る
う
え
、
缺
損
部
分
が
あ
り
、

讀
で
き
な
い

字
も
存

す
る
が
、
左
に
筆

の
試
譯
を

げ
よ
う
。

萬

十
一
年
、
私
は
ま
だ
幼
か
っ
た
頃
に
父
が
楚
で
官
職
に

就
く
の
に
從
っ
て
つ
い
て
い
っ
た
。
ほ
ど
な
く
、
穎
に
移
っ

た
。
…
…
穎
で
暮
ら
し
て
い
た
あ
る
日
、
私
が
晝

を
し
て

い
た
ら
、
書
齋
に
ふ
と
一
人
の

士
が
現
れ
た
。
そ
の
か
ら

だ
は
大
き
く
立
派
で
あ
り
、
見
事
な
頰
ひ
げ
と
長
い
目
を
持

ち
、
碧
玉
の
冠
を
頭
に
か
ぶ
り
、
紫
の
霞
の
よ
う
な
衣

を

身
に
ま
と
っ
て
い
た
。
私
を

こ
し
、「
曾
よ
、
私
は

陽

君
で
あ
る
。
お

を
ず
っ
と
見
て
い
た
。
お

の
心
根
は
善

良
で
、
容
貌
も
よ
く
、
飄
々
と
し
た
仙
骨
を
持
ち
、
世
に

っ
て
い
る
仙
材
で
あ
り
、
か
く
も
淨
か
つ

で
あ
り
、
か
く

も
光
輝
い
て
い
る
。」
と
言
っ
た
。
私
は

め
に
こ
の
人
物

を

た
が
、

い
光
が
き
ら
め
い
て
輝
き
、
仰
ぎ
見
る
こ
と

が
で
き
ず
、
頭
を
低
く
し
て
「
は
い
、
は
い
」
と
答
え
た
。

に
目
が
覺
め
て
、
太
陽
が
照
ら
す
枝
の

の
影
を
見
て

（
�
）、
も
う
す
ぐ
正
午
だ
と
氣
づ
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
夢

が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
來
た
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後�10
）、

英
山
侯
が
『
淨

宗
敎

書
』
を
父
に
與
え
、
私
は
こ
れ
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
敎
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

書
物
は
非
常
に
懇
切
丁
寧
に
人
々
に
忠
孝
淨

の
義
を
諭
し
、

苛

な
刑
罰
と
同
じ
よ
う
な
嚴
し
い
敎

で
あ
り
、

に
背

き
民
を
欺
き
人
倫
を
さ
げ
す
ん
で

寂
に
ふ
け
る
よ
う
な

と
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
私
は
そ
こ
で

め
て
驚
き

喜
び
、
む
か
し

仙
の
夢
を
見
た
こ
と
が
無

味
の
は
ず
が

な
い
と
悟
っ
た
。
ど
う
し
て
夢
を
見
た
の
か
。
ど
う
し
て
夢

を
見
て
い
る
よ
う
で
ま
た
夢
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の

か
。
…
…

仙
が
私
に
示
し
た
こ
と
は
廣
大
で

深
い
も
の

で
あ
る
。
私
は
當
時
爾
﹇
眞
﹈（﹇
賢
﹈）
�11
）
と
い
う
名
で
あ
っ
た

が
、
萬

二
十
二
年
に
至
っ
て
名
を
爾
曾
に
改
め
た
が
、
そ

の
十
三
年

に
、

仙
は
す
で
に
私
に
こ
の
名
を
與
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
い
か
ん
せ
ん

年
以
來
、

神
は
落
ち
着
か

ず
、

氣
も
揚
が
ら
ず
、
日
々
世
の
中
の

が
し
さ
に
交
わ

り
、
ど
う
し
て
心
の
苛
立
ち
を
抑
え
、

識
を
平
靜
に
保
ち�12
）、
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そ
し
て

び

仙
を
身

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

私
が

仙
に
背
く
こ
と
も
ま
た
大
き
い
。
そ
こ
で
こ
の
書
物

を
版
元
に
託
し
、
そ
の

作
を
廣
め
よ
う
と
思
う
が
、
こ
れ

は

仙
の
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
規
範
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
世
の
中
に
は

仙
を
仰
ぎ

ん
で
も
そ
の
門
に
入
れ
な

い

も
い
る
の
で
、
私
は
敢
え
て
こ
の
書
物
を
借
り
て
、
こ

れ
を
筏
と
し
て
人
々
を
敎
え

こ
う
。
時
に
萬

癸
卯
三
十

一
年
十
二

、
錢

弟
子
楊
爾
曾
事
を
紀
す
。

こ
の

に
は
、
楊
爾
曾
の
信
仰
心
と

敎
系
出
版
を
行
う
こ
と

の
動
機
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
楊
爾
曾
が
幼
か
っ
た
頃
の
「
昭
陽

協
洽
」

ち
癸
未
の
年
に
、
穎
（「

州
」
の
こ
と
、
今
の
安
徽
省

阜
陽
縣
の
あ
た
り
）
に
移

し
、
あ
る
日
晝

を
し
た
と
き
に
夢

の
中
で
許
遜
と
出
會
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ち
、
夢
の
中
で
一
人
の

士
と
出
會
い
、
仙
人
に
な
る
素
質

を
備
え
て
い
る
と

げ
ら
れ
た
。
そ
の

士
は
直

で
き
な
い
ほ

ど
光
り
輝
き
、
彼
の
こ
と
を
當
時
の
名

で
は
な
く
、「
爾
曾
」

と
呼
ん
だ
。
そ
の
後
、
父
の
知
り
合
い
を

じ
て
、
淨

の
敎

え
を

く
『
淨

宗
敎

書
』
を
讀
み
、
そ
の
敎
義
に
つ
い
て
學

ん
だ
。
以

夢
に
現
れ
た

士
が

仙
（
許
遜
）
で
あ
る
こ
と
を

悟
り
、
そ
の
時
に
淨

を
世
に
廣
め
る
使
命
を
授
か
っ
た
こ
と

を

識
し
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夢
の
中
で
呼
ば
れ

た
「
爾
曾
」
へ
と
名
を
改
め
、

仙
の
敎
え
を
求
め
る
人
々
の
手

助
け
を
す
る
た
め
に
、
出
版
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
許
遜
の
夢
が
出
版
事
業
の
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同

に
彼
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ

た
『
韓
湘
子

傳
』
に
は
、
こ
の
序

と
同
じ

が
あ
り
、
更
に

『
宗
敎

』
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る�13
）。

（
二
）

敎
系
へ
傾

し
た
出
版
事
業�14
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
楊
爾
曾
は
淨

に
對
す
る
信
仰
を
持
ち
、

い
く
つ
か
の
重

な

敎
系
の
書
物
を
出
版
し
た
。
楊
爾
曾
は
、

浙
江
錢
塘
の
人
、
字
は

魯
で
あ
る
。
出
版
物
の
序
、

首
、
印

鑑
で
は
、
號
を
押
印
す
る
こ
と
が
多
く
、

木

子
、
雉
衡
山
人
、

雉
衡
山
弟
子
、
雉
衡
山

民
、
雉
衡

民
、
雉
衡
山
臥

人
、

臥

人
、
六
橋
三
竺

人
、
夷
白
堂

人
と
い
っ
た
號
が
見
ら

れ
る
。
六
橋
三
竺

人
の
「
六
橋
」「
三
竺
」
は
彼
の
生
活
し
て
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い
た
場

に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
夷
白
堂

人
」

は
自
宅
の
書
齋
か
ら
附
け
た
號
で
あ
る
。
正
確
な
生

年
は
不
詳

で
あ
る
が
、「

在
昭
陽
協
洽
、
豫
以

…
…
」
と
い
う
自

に
よ
れ
ば
、
萬

十
一
年
癸
未
（
一
五
八
三
）
の
時
點
で
、
楊
爾

曾
が
七
、
八

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
數
え
年
を
考
慮
し
て
計

算
す
る
と
、
萬

四
、
五
年
頃
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

楊
爾
曾
が

宰
す
る
書
坊
は
、「
草
玄
居
」
と
「
夷
白
堂
」
を

中
心
と
し
て
お
り
、
彼
の
名
を
載
せ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ

の
二
つ
の
書
坊
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
出
版
業

と
し
て
は
、
作
品

は
多
く
は
な
い
方
で
あ
り
、

緻
な
版
畫
を
も
つ
と
い
う
特

が

あ
る
。【
表
一
】
は
楊
爾
曾
の
出
版
物
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

【
表
一
】
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
の
出
版
物
に
は
楊
爾
「
曾
」

と
い
う
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
出
像
許
眞
君
淨

宗

敎

序
」
に
よ
る
と
、
萬

二
十
二
年
（
一
五
九
四
）
に
至
っ
て
、

楊
爾
眞
（
も
し
く
は
爾
賢
）
か
ら
楊
爾
曾
と
改
名
し
た
と

べ
て

い
る
が
、
萬

十
八
年
（
一
五
九
〇
）

後
に
出
版
さ
れ
た
『
新

刻
東
坡
禪
喜
集
』
の
中
で
、

に
「
爾
曾
」
と
自

し
て
い
る
。

『
東
坡
禪
喜
集
』
は
何
度
も
飜
刻
出
版
さ
れ
て
き
た�15
）が
、
楊
爾
曾

が
出
版
に
携
わ
っ
た
の
は
「
陳
眉
公
先
生

」
九

本
で
あ
り
、

「
熊
玉
屛
繡
梓
錢
塘
楊
爾
曾

魯
校
書
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
天

元
年
に
、

濛

が

訂
し
た
十
四

本
に
は
、「

僊
媛
紀
事
」
の
撰

で
あ
る

夢
禎
批
點
の
も
の
も
あ
る
。

楊
爾
曾
の
出
版
物
に
は
多

性
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に

敎
系

へ
の
傾

が
あ
る
出
版
物
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
狐
媚
聚

談
』
は

楊
爾
曾
が

に
撰

し
た

敎
系
の
作
品
で
あ
る
が
、
狐
が
人

を

か
す
怪
異
物
語
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

め
て
の

狐
仙

話
集
と
考
え
ら
れ
て
い
る�16
）。『
新

奇

』
に
は

敎
の
洞
天
福
地
等
の
地
理
空

が
記
さ
れ
て
い
る
。

代
の
玄
天

上

信
仰
の
思
想
を
表
し
て
い
る�17
）太
和
山
は

九
に
獨
立
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。『
韓
湘
子

傳
』
は
韓
湘
子
が
點

を
受
け
た

由
來

び
修
行
の

を
、
い
き
い
き
と
描
き
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
淨

に
關
す
る

容
も
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
楊
爾
曾
の
淨

へ
の
信
仰
は
『
出
像
許
眞
君
淨

宗
敎

』
の
出
版
事
業
實
現
の
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
り
、
彼
は

敎
系
へ
の
傾

が
あ
る

緻
な
出
版
物
の
出
版
を
少
な
か
ら
ず

手
が
け
た
の
で
あ
っ
た
。

六
五

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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【表一】楊爾曾の出版年表

年號 書名等 刊行 や楊爾曾の號

萬 一八年↓ 『狐媚聚談』五 附「 狐」
草玄居

木子

萬 一八年 『新刻東坡禪喜集』九 本 錢 楊爾曾字 魯校書

萬 二四年↑ 『狐媚聚談』五 附「 狐」(註1）

萬 二六年 『 越春秋』十
草玄居

楊爾曾

萬 三十年 『仙媛紀事』九 附補 草玄居

錢 雉衡山人楊爾曾

萬 三一年 『許眞君淨 宗敎 』十五 附『淨

一 經』

草玄居╱ 易齋西淸堂發行

（萬 三二年） 雉衡山弟子╱雉衡山人

萬 三五年 『圖繪宗 』八

夷白堂

錢塘雉衡山人楊爾曾╱武林楊爾曾
字 魯輯

夷白堂

萬 三七年 『 奇 』十
錢 臥 人楊爾曾字 魯╱雉衡
山臥 人楊爾曾╱錢 臥 人

楊爾曾輯

天 三年 『韓湘子 傳』（『新 批 出相韓湘子』） 錢塘雉衡山人

天 五年 『 子合 』十二 楊爾曾

※年代と楊爾曾による出版かどうかが確定できないもの

『高氏三宴詩集』三 附『香山九老詩』

一

夷白堂重

『新 俗演義三國志傳』二十四 武林夷白堂刊

『 物本草』三 （巾箱本） 夷白堂 人校刊

『 日 』六 夷白堂 人校

天 六年 『太玄經』十 楊爾 玉鏡堂 宋刊本

↓と↑は、推測される出版時期の上限と下限を示す。
（註1）『狐媚叢談』の出版年について、王崗は一八～二四年（ 書）、陳國軍、 は二二年～三五年
と推測している（陳國軍・ 「『狐媚叢談』 、版本與 書時 考略」『世界 學 論』二〇一
一年第一期、三〇七～三〇九頁）。また、康笑菲は「不早於正德年 、但也不在萬 之 」と べる
（康笑菲（Xiaofei Kang）・ 政志譯『狐仙』博 書屋、二〇〇九、二五〇頁）。
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三
、『
仙
媛
紀
事
』
の
構

と
特

（
一
）
構

『
仙
媛
紀
事
』
は
本

九

、
補

一

の
計
十

か
ら

る
。

一
八
八

で
、
約
一
九
四
名
の
女
仙
の
物
語
を
記
す
。
ま
た
、

三
十
三
枚
の

美
な
徽
派
版
畫
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

萬

三

十
年
草
玄
居
原
刻
の

本
と
言
わ
れ
る
版
本
が
現
存
し
て
お
り
、

二
種

の
端
本
が
あ
る�18
）。

八
は
同
時
代
の
曇
陽
子
と
い
う
一
人

の
女
仙
に
つ
い
て
の
物
語
の
み
を
獨
立
し
て
收

し
、

八
と

九
に
は
楊
爾
曾
の
時
代
よ
り
少
し

の
こ
と
が
收
め
ら
れ
て
お
り
、

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
は
少
し

の
「
曇
陽
大
師
傳�19
）」
か

ら
引
用
し
た

容
で
あ
る
。

九
の
「
劉
香
姑
」
と
「
玉
灘
仙

女
」、「
苟
仙
姑
」
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
筆
記
『
耳
談
』『

史
』
等

に
も
記

さ
れ
て
い
る�20
）。

楊
爾
曾
の
「
書
仙
媛
紀
事
後
」
に
よ
る
と
、
萬

三
十
年
（
一

六
〇
二
）
八

二
十
二
日
に
完

し
た
と
い
う
。

頭
に
は

夢

禎
「

僊
媛
紀
事�21
）」・

于

「
仙
媛
紀
事
序
」・
沈

元
「
讀
仙

媛
紀
事
」
が
附
さ
れ
、
末
尾
に
は
「
書
仙
媛
紀
事
後
」
が
附
さ
れ

て
い
る
。

（
二
）
特

１
女
仙
傳
記
集
の
集
大

女
仙
を
傳

と
す
る
女
仙
傳
記
集
は
男
仙
傳
を
中
心
と
す
る
神

仙
傳
記
集
に
や
や

れ
て
、
こ
う
し
た
神
仙
傳
記
集
か
ら
獨
立
し

て
發
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
女
仙
傳
の
多
く
は
男
仙
を
傳

と
す
る
傳
記
中
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
�【
表
二
】）。
ま

た
、

容
と
し
て
は

二
書
の
女
仙
傳
記
集
の

容
を

承
し
た

も
の
が
多
い
。

２

人
に
よ
る

纂
と

敎
系
へ
の
傾

從
來
、

敎
の
神
仙
の
傳
記
は

士
が
執
筆
す
る
の
が
一
般

で
あ
り
、

二
點
の
女
仙
傳
記
集
の

纂

も

士
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
對
し
『
仙
媛
紀
事
』
は

人
が
撰

・
記

し
た
點
に
特

が
あ
る
。『
仙
媛
紀
事
』
は
楊
爾
曾
の
手
に
よ
っ
て
、
民

信

仰
よ
り
も

敎
系
へ
の
傾

が
あ
る
女
仙
傳
記
集
と
し
て
制
作
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
目

は

敎

列
で
あ
り
、
例
え
ば

六
七

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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【表二】神仙傳記集のうち、女仙を 人公とする傳の 數

神仙傳記集の名 (註1) 版本 體の 數・ 數 女仙が 人公(註2)

1『列仙傳』 『 氏 書』校本 二 七二 五

2『神仙傳』 『四庫 書』 十 八四 七 は八 (註3)

『 訂 魏叢書』 十 九二 六

『重 』 八四項目 七 は八項目(註3)

3『 學傳』 陳國符輯佚本(註4) 二十 一〇七 八 (註5)

4『洞仙傳』 嚴一萍輯校本(註6) 二 七七 一

5『神仙感 傳』 『正統 藏』 五 七五 二

6『仙傳拾 』 嚴一萍輯校本(註6) 五 九九 六

7『王氏神仙傳』 嚴一萍輯校本(註6) 三七 七

『正統 藏』 三七 三七

8『 集仙 』 『雲笈七籤』 二七 二七

『太平廣記』 二六 二六

9『仙苑 珠』 『正統 藏』 三 一三二人 一八句(註7)

10『續仙傳』 『正統 藏』 三 三六 三

11『集仙傳』 『重 』 一三八項目 一一項目

12『高 傳』 嚴一萍輯校本(註6) 四 八五 〇

13『三洞 仙 』 『正統 藏』 二十 七八 は七九句(註8)

14『疑仙傳』 『正統 藏』 三 二二 四

15『 世眞仙體 鑑』 『正統 藏』 五十三 六五一 〇 は一 (註3)

16『 世眞仙體 鑑續 』『正統 藏』 五 三四 一 (註9)

17『 世眞仙體 鑑後集』『正統 藏』 六 一二〇 一二〇

18『 墟經』 『萬 續 藏』 二 六三 三

19『新 相 神廣記』 不 二集五八 五

20『三敎源流 神大 』 西天竺藏板本 七 一三二 八

21『新刻出像 補 神大 』 富春堂刊本 六 一六一 一八

22『廣列仙傳』 萬 十一年序刊本 七 二九〇 二五 は二六 (註3)

23『有 列仙 傳』 玩 軒刊本 九 五二二 四〇 は四一 (註3)

24『仙佛奇 』 旦堂刻版陶氏重印本 八 一〇九 三

25『仙媛紀事』 草玄居刊本 九 附補 一八八 一八八

(註1）神仙集傳の は、『 集仙 』序「昔秦大夫 蒼、 校尉劉向 有 作、行於世 。 有『洞冥書』、
『神仙傳』、『 學傳』、『集仙傳』、『續神仙傳』、『後仙傳』、『洞仙傳』、『上眞記』 紀 不啻十家。」 び
『 世眞仙體 鑑』序「白 瓊先生曰：晉抱樸子作『神仙傳』、 紀千有餘人。劉綱法師復綴一千六百爲
『續仙傳』、宋 王太 集仙 九百人爲『集仙傳』。……謂之仙史。」に基づく。また、『正統 藏』 藏のもの
は『 藏缺經目 』 のものを筆 の に基づいて取り上げる。 代については、神仙集傳の時代

性格を考えて取り上げる。
(註2）統計方式に關して、各テキストの性質や表記方式等が異なる等の 況が有り、 確な區分はできない。
故に、筆 自身の理解に基づいて した。

(註3)「班孟 、不知何許人、或云女子也。」
(註4）陳國符「『 學傳』輯佚」(『 藏源流考』古屋書店、一九七五、四五四～五〇四頁)。
(註5）蕭貞と蕭 貞は恐らくは同一人物である。同上註（『仙苑 珠』四八七、五〇三～五〇四頁)を參照。
(註6）嚴一萍校『 敎 究 料・第一輯』(藝 印書 、一九七四)。
(註7)「班孟 、是女子。」
(註8)「班孟 、或云女子也。」また、王母は二度現れる。
(註9） 五の 元君。『淸微仙 』(『 藏』三・ 一・11b～12b）を參照。
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一
で
は
無
上
元
君
（
老
子
の
母
）・
太
一
元
君
（
老
子
の
師
）・

金
母
元
君
・
上
元
夫
人
・
九
天
玄
女
の
順
に

さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、

敎

な
女
仙
の
名

を

用
し
、
例
え
ば
、
西
王
母
は
金

母
元
君
と
呼
ぶ
。
な
お
、

等
の
民

信
仰
系
の
女
仙
は
殆
ど

收

さ
れ
て
い
な
い
。

３
高
い

價
を
得
て
い
た
徽
派
版
畫
の
揷
入

『
仙
媛
紀
事
』
は
中
國
で
唯
一
の
圖
像
入
り
女
仙
傳
記
集
で
あ

り
、
徽
派
版
畫

式
の
基
準
作
の
一
つ
と
な
る
佳
作
で
あ
る�22
）。

『
仙
媛
紀
事
』
と
『
出
像
許
眞
君
淨

宗
敎

』
は

纂
時
期
が

重
な
り
、
職
工
は
同
じ
く
高
名
な

家
の
版
畫
技

を

用
し
て

お
り
、
版
畫
の

り
は

緻
で
美
し
く
、

の

容
も
豐
富
で

整
っ
て
い
る
。

德
寵
の
代
に
な
っ
て
、

妙
に
し
て
秀
麗
な
徽

派
の
ス
タ
イ
ル
を
形

し
た�23
）。『

仙
媛
紀
事
』
の
出
版
時
期
は
、

徽
派
版
畫
の
興
隆
期
に
あ
た
り
、
そ
の
版
畫
の

價
は
高
か
っ
た�24
）。

當
時
の
書
林
は
、
よ
り
高
い
販
賣

を
得
る
た
め
に
、
常
に
版
畫

を
作
品
の
中
に
揷
入
し
て
い
た�25
）。

４
女
性
修

の
模
範
と
す
る
目

楊
爾
曾
は

敎
系
の
修

を

な
讀

と
し
、
特
に
女
性
修

行

の
模
範
と
す
る
と
い
う
目

に
基
づ
い
て
『
仙
媛
紀
事
』
を

纂
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
楊
爾
曾
が
、
こ
れ
以

の
女
仙

傳
記
集
に
は

く
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
仙
媛
」
を
書

名
に
冠
し
た
の
は
、「
仙
媛
」
を
女
性
修
行

の
模
範
と
す
る
、

と
の
獨
自
の

圖
を

め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

夢
禎
「

僊
媛

紀
事
」
に

の
よ
う
に
あ
る
。

昔
、
莊
子
は
姑
射
山
の
神
人
に
つ
い
て
語
り
、『
穆
天
子
傳
』

は
昆
侖
山
の
西
王
母
に
つ
い
て

べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
僊

媛
の
模
範
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
劉
向
は
太
一

燃
が
降
っ
て
書
物
と

を
敎
え
ら
れ
て
か
ら
、『
列
仙

傳
』
を

し
た
。
陶
弘
景
は
華
陽
に

遁
し
、『
眞

』
を

し
、
高

な
敎
え
が
廣
ま
り
、
永
く
傳
わ
っ
た
。
…
…
楊

魯
の
よ
う
な
人
物
を
待
ち
、
…
…
書
物
の
校
訂

纂
の
手

を
や
す
め
、
神
仙
の
記

を
よ
く
考
索
し
、
殷
の
時
代
か
ら
、

代
に
い
た
る
ま
で
に
、
何
人
か
の
女
仙
の

話
を
得
て
、

こ
う
し
た
女
仙
の
た
め
に
、
九

の

容
を

し
た
。
執
筆

六
九

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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し

わ
る
と
上
梓
に
先
立
ち
、
私
に
序

を
依
賴
し
た�26
）。

ま
た
、
沈

元
「
讀
仙
媛
紀
事
」
に
は
、

魯
が
廣
く
僊
媛
の
こ
と
を
集
め
た
。
…
…

を
修
め
る

の
た
め
に
目
印
と
な
る
よ
う
な
旗
を
立
て
る
の
で
あ
る�27
）。

と
あ
り
、
更
に
、
楊
爾
曾
自
身
も
「
書
仙
媛
記
事
後
」
に
お
い
て
、

女
仙
た
ち
の

み
家
か
ら
、
立
派
な
先
人
に
つ
い
て
の
記

を
收
集
し
、『
仙
媛
紀
事
』
を

纂
し
、
後
世
の
賢
才
を

い
て

承
さ
せ
る
の
で
あ
る�28
）。

と
記
す
。
こ
れ
ら
の
記

か
ら
、
楊
爾
曾
が
眞
劍
に

纂
し
た
動

機
は
、
後

の

を
好
む

の
た
め
に
こ
の
書
を

す
こ
と
だ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
楊
爾
曾
は

敎
系
の
修

を

な
讀

と
し
て
想
定
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

四
、「
女
性
の
た
め
の
女
仙
傳
記
集
」
と
い
う

特

と
そ
の
背
景

で
は
、
女
仙
傳
記
集
の
集
大

で
あ
る
『
仙
媛
紀
事
』
は
、
な

ぜ

代
と
い
う
時
期
に

立
し
、
出
版
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
な

ぜ
そ
の
性
質
は
こ
れ
以

の
女
仙
傳
記
集
と
異
な
る
の
か
。

（
一
）

の
社
會

雰
圍
氣

楊
爾
曾
を
取
り
捲
く
當
時
の

況
か
ら

べ
た
い
。
ま
ず
、
出

版

が
非
常
に

ん
で
あ
っ
た

に
お
い
て
、

敎
・
佛
敎

系
の
テ
キ
ス
ト
が

俗

學

す
る
現

が

こ
っ
て
お
り�29
）、

特

に
小

の

容
は
一
種
の
知
識
と
し
て

識
さ
れ
て
い
た
た
め
、

そ
の
影

力
は
小
さ
く
な
く
、
三
敎
と
竝
ぶ
「
敎
」
の
一
つ
と
し

て

識
さ
れ
る
場
合
さ
え
も
あ
っ
た�30
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

學

作
品
が

代
の
人
々
の
仙
佛
等
に
對
す
る

識
を
形

す
る
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た�31
）。

敎
・
佛
敎
系
の
出
版
活
動
は

ん
で
、
官
宦
世

家
の
女
性
が
參
與
し
て
い
た
例
も
あ
る�32
）。
こ
れ
ら
の
出
版
も
、

末
特
有
の
士
商
互
動
現
�33
）や
善
書
思
想�34
）を
反
映
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

代
は

敎

が
活
發
に
發
展
し
た
時
代
で
あ
り
、
民

に

お
い
て
だ
け
で
な
く
、
官
方
に
も
深
く

し
、
例
え
ば
皇

も

扶

を
し�35
）、
ま
た
各
地
の
藩
王
も
地
方
の

敎
に
熱
心
に
參
加
、

支
援
し
た�36
）。
こ
の
時
期
に
は

人
が
頻
繁
に
信
仰
活
動
に
加
わ
る
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よ
う
に
な
り
、

敎
へ
の
關
心
も
大
き
か
っ
た
う
え�37
）、

更
に
三
浦

秀
一
が
論
じ
た
よ
う
に
、

夢
禎
や
王
世
貞
を
中
心
と
す
る
サ
ー

ク
ル
を
は
じ
め
と
し
て
、
萬

の
知
識
人
は
『
眞

』
等
の

敎

系
の
書
物
に
興
味
が
あ
り
、

に
あ
る
版
本
を
出
版
し
た
り
、

集
等
の
出
版
事
業
も
手
が
け
て
い
た�38
）。

そ
の
中
で
、
女
性
が
記

し
、
記

さ
れ
る
と
い
う
風

が
廣
が
り�39
）、

女
性
を
創
作
の
對

と
し
て
重

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
女
性
仙
眞
と
い
う
題
材
は

小

・
詩
詞
・

曲
・
筆
記
・

等
の

々
な
作
品
に
散
見
さ

れ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

念
や
思
考
は
み
な
一
律
で
は
な
く
、

大
き
く
異
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
女
仙
と
い
う
題
材
が
好
ま
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
に
理
解
で
き
よ
う
。
官
民
と
も
に

敎
扶

が

流
行
し
た
時
代
で
あ
り
、

の

人
た
ち
は
扶

等
の
オ
カ
ル

ト
に
興
味
が
あ
り
、

命
の
佳
人
を

身
と
す
る
女
仙
の
降
壇
が

壓
倒

に
多
く�40
）、

し
か
も
そ
の
女
仙
た
ち
は
殆
ど
が
未
婚
だ
っ
た
。

當
時
の

集
、
筆
記
に
は
こ
の
よ
う
な
記

が
多
く

さ
れ
て
い

る�41
）。
例
え
ば
、
有
名
な
金

歎
の
よ
う
な

人
も
扶

と
の
關
わ

り
に
お
い
て
廣
く
知
ら
れ
て
い
た�42
）。
恐
ら
く

人
は
そ
れ
ら
の
女

仙
を
多
く
モ
チ
ー
フ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

淸
時
代
の
女
性
は
信
仰
活
動
と
密
接
に
關
わ
っ
て
い
た�43
）の

で
は

な
い
か
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
「

敎
に
お

け
る
女
性
」
に
關
わ
る
現
實
が

人

に
お
け
る

の
よ
う
な

社
會

な
雰
圍
氣
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

々
な
女
仙

學
が
誕

生
し
た�44
）と

理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
）

事
例
と
し
て
の
曇
陽
子
と
、
劉
香
姑
・
苟
仙
姑

以
上
に

べ
た

の
女
仙
信
仰
の
雰
圍
氣
は
、『
仙
媛
紀
事
』

載
の

話
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、

代
の

人
の
女
仙
信
仰
と
扶

等
に
つ
い
て
、
當
時

非
常
に
知
名
度
の
高
か
っ
た
曇
陽
子
に
對
す
る
信
仰
か
ら

べ
た

い
。
王
世
貞
の
「
累
封

議
大
夫

事
府

事

翰
林
院
侍
讀
學

士
愛
荆
王
府
君
行

」
に
、「
王

貞
、
號
は
曇
陽
子
、
王
錫
爵

の

女
、
仙

の
事
を
好
み
、
弟
子
從

が
多
く
、
二
十
三

で

仙

し
た�45
）。」

と
あ
る
。
曇
陽
子
の
父
で
も
あ
る
宰
相
の
王
錫
爵

を
筆
頭
に
、
王
世
貞
、

隆
と
い
っ
た

人
た
ち
が
彼
女
を
信
仰

し
て
い
た
。
曇
陽
子
信
仰
に
つ
い
て
は
、
小
柳
司
氣
太
、
酒
井
忠

夫
、

木
見
悟
、
三
浦
秀
一
等�46
）に
論
考
が
あ
り
、

に
各
方
面
か
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ら
深
く
論

さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
贅
言
を
控
え
た
い
。

曇
陽
子
に
對
す
る
信
仰
の
興
っ
た
時
期
は
、
楊
爾
曾
の
活
動
時

期
に

く
、
楊
爾
曾
は
曇
陽
子
を

獨
で
一

に
收

し
、
い
ず

れ
も
曇
陽
子
信
仰
の
ほ
ぼ
修
正
の
手
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
重

な

で
あ
る�47
）。

實
際
に
王
世
貞
の
弟
で
あ
る
王
世

に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
曇
陽
大
師
傳
」
と
「
書
曇
陽
子
傳
後�48
）」

を
『
仙
媛
紀

事
』
に
完

に
收

し
た
こ
と
か
ら
曇
陽
子
を
特
別
に
重

し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
曇
陽
子
と
同
時
代
の
「
劉
香

姑
」「
苟
仙
姑
」
も

九
に
收

し
て
い
る
。
つ
ま
り
同
時
代
の

曇
陽
子
等
を
女
仙
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に

ね
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、「
劉
香
姑
」「
苟
仙
姑
」
に
は
い
ず
れ
も
當
時

ん
に
信
仰

さ
れ
て
い
た
曇
陽
子
と

似
し
た
部
分
が
あ
る
。

ま
ず
、
彼
女
た
ち
は
共
に
女
仙
に
對
す
る
信
仰
を
持
っ
て
い
る
。

曇
陽
子
と
劉
香
姑
は

大
士
を
、
苟
仙
姑
は
禪
師

母
を
信
仰

し
て
お
り
、
他
の
女
仙
か
ら
敎
え
を
受
け
た
と
い
う

容
も
あ
る
。

そ
し
て
、
劉
香
姑
と
曇
陽
子
は
境

が

似
し
て
い
る
。
曇
陽
子

は
嘉
靖
三
十
七
年
（
一
五
五
八
）
十
一

二
十
一
日
に
生
ま
れ
、

劉
香
姑
は
嘉
靖
四
十
二
年
（
一
五
六
三
）
の

に
生
ま
れ
た
。
兩

は
と
も
に
官
宦
世
家
の
出
身
で
あ
り
、
曇
陽
子
の
父
親
で
あ
る

王
錫
爵
は
禮
部
侍

翰
林
學
士
、
劉
香
姑
の
父
親
は

華
殿
中
書

と
、
と
も
に

廷
中
央
の
官
位
に
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二

人
の
女
仙
の

話
に
出
て
く
る
人
物
に
は
、
官
員
や
實
在
し
た
人

物
が
多
い
。
例
え
ば
、「
劉
香
姑
」
に
は
、「
甲
戌
父
以
賃

與

江
沈

士
寧
�49
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
沈
寧

は

ち
有
名
な

人
の
沈

で
あ
り
、
史
實
で
は
、
彼
は
そ
の

話
に
書
か
れ
た

萬

二
年
に

士
に
な
っ
た�50
）。
ど
ち
ら
も
生
ま
れ
る
時
に
母
親
が

特
別
な
夢
を
見
、
生
ま
れ
た
後
は

え
ず
病
氣
に
か
か
り
、

大
士
信
仰
に

れ
、
神

力
が
備
わ
り
、
嫁
ぐ

に
早
逝
し
、
更

に
自
ら
の
死
期
を
豫
知
し
、
多
く
の
人
々
に

ら
れ
て
世
を
去
り
、

死
ん
だ
後
も

色
が
よ
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て

も

す
べ

き
こ
と
に
、
彼
女
た
ち
は
死
後
ど
ち
ら
も
現
世
に

っ
て
、
生

に
親
し
か
っ
た
人
々
を

い
た
り
守
っ
た
り
し
た
。
こ
れ
が
つ
ま

り

人

の
扶

で
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
扶

の
女
仙
と
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
苟
仙
姑
の
出
自
は
こ
れ
と
は
や
や
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
榮
王
（
朱
載

）
や
華
陽
王
（
朱
承

）
と
同
時
代
で
あ
り
、
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曇
陽
子
や
劉
香
姑
よ
り
も
年
代
が
少
し
早
い
。
そ
し
て
、
生
き
た

女
性
と
し
て
藩
王
や
知
識
人
を

き
、
ま
た
一
般
民
衆
の
指

と
も
な
っ
た
。
ま
た
、「
榮
王
と
華
陽
王
が
苟
仙
姑
の
た
め
に
、

玉
皇
閣
を
建
て
た�51
）」
と
あ
る
の
は
、

に

べ
た
藩
王
た
ち
の

敎
へ
の
熱
心
さ
の
實
例
で
あ
る
が
、
榮
王
と
華
陽
王
の
二
人
は
生

き
て
い
る
苟
仙
姑
を
信
奉
し
た
。
し
か
も
三

は
存
命
時
に
は
い

ず
れ
も

人
・
官
僚

が
そ
の
生
活
圈
に
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と

は
他
の

や
地
方
志
等
に
も
記

さ
れ
て
お
り�52
）、
無
名
で
あ
っ

た
と
は
考
え

い
。

こ
の
ほ
か
、
神
仙
圖
像
の
問
題
も
一
考
に
値
す
る
。「
曇
陽
子
」

に
は
、「
師
は
五

の
時
に

び
で
紙
を
切
り
、
小
さ
な

世

大
士
像
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、

れ
て
跪
い
て

ん
だ�53
）」
と
あ

り
、「
劉
香
姑
」
に
は
、「
胡
玉
林
は
劉
香
姑
の
圖
像
を
描
く
に
あ

た
り
、
眞
似
で
き
る
底
本
が
な
か
っ
た
が
、
劉
香
姑
が
ふ
と
夢
の

中
に
現
れ
た
の
で
、
筆
を
取
っ
て
す
ら
す
ら
と
書
け
る
よ
う
に
な

り
、
眞
に

っ
た
劉
香
姑
の
繪
が
で
き
た�54
）。」
と
あ
る
。
當
時
神

仙
圖
像
が
重

さ
れ
、
そ
れ
ら
が
神

性
を

え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
如
上
の
描
寫
か
ら
、
楊
爾
曾
の

『
仙
媛
紀
事
』
の
版
畫
に
對
す
る
考
え
方
を
窺
い
得
る
か
も
し
れ

な
い
。

ち
、
楊
爾
曾
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
圖
像
は
た
だ

の

純
な
版
畫
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
神

性
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同

の

識

は
『
淨

宗
敎

書
』
に
も

め
ら
れ
る
。
更
に
、
こ
の
三
人
の

女
仙
の
記
載
の
中
に
修
煉
の
描
寫
が
あ
る
こ
と
も

目
に
値
し
よ

う
。楊

爾
曾
が
『
仙
媛
紀
事
』
を

纂
し
た
の
は
、
何
代
に
も
わ
た

り

代

え
ず
語
り
傳
え
ら
れ
て
き
た

去
の
女
仙
の
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
の
未
だ
女
仙
の
系

に
加
え
ら
れ

て
い
な
い
女
仙
の
記

を
作
り
、
彼
女
た
ち
を
女
仙
の
系

に
加

え
入
れ
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
り
、
更
に
は
、
女
性
修

の

典
範
と
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
曇
陽
子
を
は
じ
め
と
し
た
こ
う
い
っ
た
女
仙
信
仰
の

雰
圍
氣
の
下
で
、
楊
爾
曾
は
あ
る

度
こ
う
し
た
信
仰
を
受
け
入

れ
た
か
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
信
仰
を

め
、
こ
の
よ
う
な

風

や
世

の
下
に
『
仙
媛
紀
事
』
を

纂
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

代
の
女
仙
信
仰
に
關
し
て
は
更
に
多
く
の

討
す
べ
き
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問
題
が
あ
る
が
、
紙
幅
の

合
上
本
稿
で
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
な

い
こ
と
が
多
い
た
め
、
稿
を
改
め
た
い
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
は
、
女
仙
傳
記
集
の
集
大

と
し
て
の
位
置
附
け
に
お
け

る

史
性
と
、
楊
爾
曾
の

敎
系
出
版
と
彼
自
身
の
信
仰
心
か
ら

窺
え
る

代
の
女
仙
信
仰
の
同
時
代
性
と
い
う
二
つ
の

點
に
基

づ
い
た
、『
仙
媛
紀
事
』
の

立
に
つ
い
て
の
基
礎

な
考
察
の

試
み
で
あ
る
。

『

集
仙

』、『

鑑
後
集
』
を

承
し
た
『
仙
媛
紀
事
』

に
お
い
て
は
、
神
仙
集
傳
か
ら
の
獨
立
と
發
展
と
い
う
女
仙
傳
記

集
の
形

の

が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
仙
媛
紀
事
』

纂

の
動
機
は
、

代
の
特
殊
な
女
仙
信
仰
と
い
う
社
會

雰
圍
氣
の

下
で
、

纂

の
有
し
て
い
た

敎
へ
の
信
仰
心
と
深
く
結
び
つ

い
た
も
の
で
あ
り
、

體

に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
女
仙
傳
は
、

同
時
代
の
女
性
修
行

を
女
仙
と
し
て
記
し
、

去
の
女
仙
に

せ
て
、
後

の

敎
系
女
性
修
行

の
模
範
と
す
る
こ
と
を
目

と
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
仙
媛
紀
事
』
の
作

は

な
る
商
業
の
た
め
の
出
版
活
動
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

敎
に
興
味
を
も
つ
人
々
、
特
に

女
性
の
た
め
に
行
わ
れ
、

纂

の
信
仰
心
を
發
露
さ
せ
る
と
い

う
目

も
持
っ
た
出
版
活
動
と
し
て
、
女
性

敎
史
、

代

史
上
非
常
に

義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

註�１
）
『
仙
媛
紀
事
』
の
後
、
淸
代
に
は
張
正
茂
『
龜
臺

』
�『
香

叢
書
』
第
一
集
、
第
四

、
上

書
店
、
一
九
九
一
、
五
二
六

〜
五
三
〇
頁
）と
王
言
『
西
華
仙

』
�張

・
楊
復
吉
・
沈

悳

等

纂
『
昭
代
叢
書
』
甲
集
・
第
三

・
射
、
上

書
店
、
一
九

九
四
、
六
八
一
〜
六
八
六
頁
）と
い
う
二
種
の
女
仙
傳
記
集
が
出

た
が
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
記

方
式
は
た
だ
箇
條
書
き
の
短

い
摘

に
す
ぎ
ず
、
集
傳
と
は
言
い

い
。
ま
た
、
後

は

の

容
を

補
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�2
）

例
え
ば
、
杜
信
孚
・
杜
同
書
『

分
省
分
縣
刻
書
考
』
�線

書
局
、
二
〇
〇
一
）「
浙
江

」
八
ｂ
頁
、
張
振
鐸
『
古

刻

工
名

』
�上

書
店
出
版
社
、
一
九
九
六
）一
七
四
、
一
九
五
頁
。

�3
）

例
え
ば
、
王
秋
桂
・
李
豐

『
提

與
總
目
』
�同

『
中

國
民

信
仰

料
彙

』
第
一
輯
・
第
一

、
臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
八
九
）一
五
三
〜
一
五
四
頁
に
『
仙
媛
紀
事
』
の
提

が
あ

七
四

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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り
、
比
較

詳
細
に
論
じ
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
提

で
あ

り
、

容
は
一
頁
に
も
滿
た
な
い
。

�4
）

鄭
振
鐸
は
「
殆
爲
杭
地
書
肆

人
、
或
代
書
肆

書

之
一
」

と

し
�鄭
振
鐸
撰
・

曉
玲
整
理
『
西
諦
書
跋
』

物
出
版
社
、

一
九
九
八
、
三
二
七
頁
）、

蕪
は
「
是
一
位
作
家

書
肆
中
人
」

と

す
る
�

蕪
『
徽
州
版
畫
史
論
集
』
安
徽
人
民
出
版
社
、
一

九
八
三
、
六
五
頁
）。
王
重
民
は
、
小

集
の

刻
に
よ
っ
て

名
で
あ
っ
た
と
い
う
�王
重
民
『
中
國
善
本
書
提

』
上

古

出
版
社
、
一
九
八
三
、
二
〇
三
頁
）。
鄭
振
鐸
は
一
九
五
八
年
に

飛
行
機
事
故
で

く
な
り
、
そ
の
後

曉
玲
が
抄

竝
び
に
校
勘

を
行
っ
た
。
の
ち
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
故
に
楊
爾
曾
に

關
し
て
議
論
し
た

も
早
い

料
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

�5
）

年
に
至
り
、C

la
rt

が
『
韓
湘
子

傳
』
を
飜
譯
し
た
際
に
、

論
で
僅
か
に
言

し
た
�Cla

rt,
P
h
ilip tran

sla
ted a

n
d

 
In

tro
d
u
ced

,
T
h
e
 
sto

ry
 
o
f
 
H
a
n
 
X
ia
n
g
zi:

a
lch

em
ica

l
 

a
d
v
en

tu
res

 
o
f
 
a
 
D
a
o
ist

 
im

m
o
rta

l
 S

ea
ttle:

U
n
iv

er-

sity o
f W

a
sh

in
g
to

n P
ress,

2007

）.

こ
の
ほ
か
、
王
崗

「
作
爲

傳

小

、
以

刊
藝

傳

」
�蓋
建
民
『
開
拓

足
迹
｜
卿
希
泰
先
生
八
十
壽
辰
紀
念

集
』
巴
蜀
書
社
、
二
〇
一

〇
、
四
六
七
〜
四
七
九
頁
）、

「

代
出
版
家
楊
爾
曾

撰

刊
刻
考
」
�同
『
小

考
索
與

鉤
沈
』
齊
魯
書
社
、
二
〇
一

〇
、
一
八
三
〜
二
一
一
頁
）で
も
關

す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。

�6
）

C
a
th

erin
eD

esp
eu

x
,
Im

m
o
rtelles

 
d
e
 
la
 
C
h
in

e
 
a
n
-

cien
n
e:

T
a
o
ı�sm

e
 
et
 
a
lch

im
iefe�m

in
in
e

�Pa
rde�,

1990

）.

、

C
a
th

erin
e D

esp
eu

x
 
a
n
d
 
L
iv

ia
 
K
o
h
n
,
W

o
m

en
 
in

 
D
a
o
ism

�Ca
m

b
rid

g
e,

M
a
ss.:

T
h
re

e
 
P
in

e
s P

re
ss,

2003

）.

�7
）

C
a
h
ill,

S
u
za

n
n
e E

.,
T
ra
n
scen

d
en

ce
&

d
iv
in
e
 
p
a
s-

sio
n
:
th
e
 
Q
u
een

 
M
o
th
er

 
o
f
 
th
e
 
W
est

 
in
 
m
ed

iev
a
l

 
C
h
in
a

�Sta
nfo

rd
,
C
a
lif.:

S
ta

n
fo

rd U
n
iv

ersity P
ress,

1993

）、

碧
貞
『

代
女
仙
傳
記
之

究
｜
以
『

集
仙

』

爲

考
察
』
�國
立
政
治
大
學
中
國

學
系
碩
士
論

、
一
九

九
七
）、
楊
莉
『

敎
女
仙
傳
記
『

集
仙

』

究
』
�香
港

中

大
學
哲
學

究

博
士
論

、
二
〇
〇
〇
）、

び
楊
莉
の

そ
の
他
多
く
の
論
稿
。

�8
）

E
llin

a
V
allu

si

は
テ
キ
ス
ト
傳
播
と
い
う

點
か
ら
淸
代
の

『
女
金
丹
』、『
女
丹
十
則
』
等
、
女
性

丹
の
重

な

の
流

傳
を
議
論
し
て
お
り
、
や
や
參
考
に
な
る
部
分
が
あ
る
。E

lena
 

V
a
lu

ssi,
“F

em
a
le A

lch
em

y a
n
d P

a
ra

tex
t:

H
o
w
 
to

 
R
ea

d N
u
d
a
n in a H

isto
rical C

o
n
tex

t,”
A
sia M

a
jo

r
 

3.21

�2008

）:153

�193

。

�9
）
「
紀
刻
許
眞
君
淨

宗
敎

事
」

「

在
昭
陽
協
洽
、
豫
以

從
先
大
夫
宦
於
楚
。
無
何
、
移
於

穎
�

）。
…
…
居
穎
�

）之
日
、
豫
晝

、
齋
頭
恍
一
羽
士
、
魁

梧
奇
偉
、
修
髯
長
目
、
冠
碧
玉
、
衣
紫
霞
。
扮
豫

、
曰
、「
曾

七
五

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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乎
�
吾

陽
君
也
、

爾
久
矣
。
爾
善
而
良
、
爾
貌
而
揚
、
飄
飄

骨
格
、

苑

芳
、
爾
淨
爾

、
爾
熾
爾
昌
。」
豫

矚
之
、
光

芒
閃

、
莫
可
仰

、
俯
首
唯
唯
。
俄
然
而
覺
。

枝
傍
午
矣
、

莫
測
夢
之
何
從
也
。
越
□
而
英
山
侯
以
『
淨

宗
敎

書
』
惠

先
大
夫
、
豫
因
是
得
以
卒
業
。
其
殷
殷
懇
懇
、
諭
人
以
忠
孝
淨

之
義
、
不
啻
斧
鉞
、

左

誣
民
蔑
人
倫

寂

、

乎
不

�
豫
乃
始

然
悟
疇
昔
之
夢

仙
、
得
無

乎
�
胡
然
而
夢
、

胡
然
而
似
夢
非
夢
也
�
…
…

仙
示
豫
宏
矣
�
豫
時
名
爾
、

甲

午
而
更
名
爾
曾
、
是
一
十
三

之

、

仙
業
已
命
豫
矣
。
無
奈

年
以
來
、
神

氣
索
、
日
伍
塵
囂
、

安
能
息
心
火
、
停
識
浪
、

而

仙
於
咫
尺
也
耶
�
豫

仙
亦
宏
矣
。
用
是
附
之

氏
、

以
廣
其
傳
、
庶
乎

仙
不
奪
之

也
。
世
有
企

仙
而
不
得
其
門

、
豫
敢
借
是
以
爲
之
筏
焉
。
時
萬

癸
卯

錢

弟
子
楊
爾

曾
紀
事
。」

『
淨

宗
敎

』、
萬

三
十
一
年
�一
六
〇
三
）刊
本
。
北
京
大
學

に

藏
さ
れ
て
い
る
。

�10
）
「
越
□
」
は
缺
字
が
あ
る
が
、
一
定
の
時

が
經

し
た
と
い

う

味
で
あ
る
と
推
測
し
、「
そ
の
後
」
と
飜
譯
し
た
。

�11
）

楊
爾
曾
の
名

に
つ
い
て
は
一
つ
の
問
題
點
が
あ
る
。
楊
爾
曾

の
も
と
も
と
の
名

で
あ
る
「
爾
匕
矢

」
の
「
匕
矢

」
は
「
眞
」
か
そ

れ
と
も
「

」
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
楊
爾
曾
の
も
と
の
名

は

「
爾

」
か
そ
れ
と
も
「
爾
眞
」
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
楊
爾
曾
の
書
坊
で
あ
る
草
玄
居
の
名

の
由
來
と
關

係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
揚
雄
撰
と
さ
れ
る
『
太
玄

經
』
に
は
「
楊
爾

玉
鏡
堂
」
の
版
本
が
あ
り
、
王
重
民
に
よ
る

と
、
こ
の
『
太
玄
經
』
を
出
版
し
た
楊
爾

は
、
楊
爾
曾
の
兄
弟

で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
證

で
き
る

料
は
ま
だ
見
當
た
ら
な
い
。
な
お
、
楊
爾
曾
の
書
坊
の
草
玄
居
の

草
玄
の
典
故
は
、
恐
ら
く
、
揚
雄
が
か
つ
て
困
窮
し
て
草
玄
亭
で

作
を
行
っ
た
事
で
あ
り
、
そ
れ
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。『

』
に
「
蜀

故
□
曰
中
興
寺
、

西

末
揚
雄
宅
。
南
齊
時
、
有

建
草
玄
院
、
以
雄
於
此
草
『
太

玄
』
也
。『
蜀
記
』
曰
、「
草
玄
亭
、

揚
雄
草
『
太
玄
』

也

…
…
」
…
…
今
草
玄
亭
廢
址
乃
其
宅
、
去
縣
僅
二
百

、
與
二

符
矣
。」
�袁

友
等

・
趙
曉

整
理
『

』
中
華
書
局
、

二
〇
一
一
、
八
〇
四
〜
八
〇
五
頁
）と
あ
り
、
ま
た
、『
太
平
御

』
に
「

記
曰
、『

縣
南
百

有
嚴
君
、
司
馬
相
如
、

揚
雄
宅
、
今
草
玄
亭
餘
跡

存
。』」
�李
昉
等

『
太
平
御

』

中
華
書
局
、
一
九
六
〇
、
八
七
七
頁
）と
あ
る
。

�12
）
「
息
心
火
、
停
識
浪
」
に

似
し
た
表
現
は
、

敎
と
佛
敎
の

經
典
い
ず
れ
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
佛
敎
の

に

い

だ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
大
乘
理
趣
六
波
羅
蜜
多
經
』
に
「
心
火
滅

已
身
得
淸
涼
。」
�『
大
正
藏
』
一
・
八
六
六
中
）と
あ
り
、『

伽

經
』
に
「
水
流
處
、
藏
識
轉
識
浪
生
。」
�『
大
正
藏
』
一
・
四
八

四
上
）と
あ
る
。

�13
）

第
二
十
八
回
に
「
蘆
英

：

許

陽
『
宗
敎

』

得
好
。

七
六

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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「
忠
則
不
欺
、
孝
則
不
悖
。」
你

做
了
神
仙
、

不
知
孝

�
」
�第
二
十
八
回
八
頁
）と
あ
る
。
な
お
、「
息
心
火
、
停
識

浪
」
と
い
う
語
句
に
も
留

し
た
い
。『
韓
湘
子

傳
』
第
一
回

に
「
息
心
火
、
停
濁
浪
」
�第
一
回
一
一
頁
）と
い
う
語
句
が
あ
る
。

�14
）

楊
爾
曾
の

敎
系
出
版
事
業
に
つ
い
て
は
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と

が
あ
る
が
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
詳
し
く

わ

な
い
。

�15
）

長
谷
川
泰
生
「
東
坡
禪
喜
集
の

立
に
つ
い
て
」
�『
禪
學

究
』
第
七
六
號
、
一
九
九
八
、
九
一
〜
一
〇
七
頁
）、
張
伯
偉

「『
東
坡
禪
喜
集
』

價
値
」
�『
中
華
讀
書
報
』
二
〇
〇
四
年

一
二

二
二
日
）。

�16
）

康
笑
菲

書
七
〇
〜
七
一
頁
、
李
劍
國
『
中
國
狐

』

�人
民

學
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）一
五
六
、
一
六
五
〜
一
六
七
頁
。

�17
）

林

智
「

代

敎
圖
像
學

究
｜
以
『
玄

瑞
應
圖
』
爲

例
」
�『
國
立
臺
灣
大
學
美

史

究
集
刊
』
第
六
期
、
一
九
九

九
）一
七
五
〜
一
七
六
頁
。

�18
）
『
仙
媛
紀
事
』
は
各
地
に
い
く
つ
か
の
版
本
が
現
存
し
て
い
る

が
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
り
、
本
稿
で
は
十
分
な

討
が
出
來
な
い

た
め
、
版
本
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。
本
稿

に
お
け
る
『
仙
媛
紀
事
』
テ
キ
ス
ト
は
楊
爾
曾
原
刻
の
善
本
と
考

え
ら
れ
る
臺
灣
圖
書

本
を
用
い
る
。
繁
を

け
る
た
め
に
、
以

下
、
テ
キ
ス
ト
に
關
す
る

記
は
必

小
限
に
と
ど
め
る
。

�19
）

王
世
貞
『

州
山
人
續
稿
』

七
八
。

�20
）

王
同
軌
『
新
刻
耳
談
』
�『
四
庫

書
存
目
叢
書
』
第
二
四
八

）

一
「
劉
仙
姑
」、「
苟
仙
姑
」、

一
一
「
玉
灘
板
築

」、

夢
龍
『

史
』
�『
古
本
小

集

』、
上

古

出
版
社
、
一

九
九
六
）

十
九
「

疑

」。
ま
た
、『
耳
談
』
を

補
し
た

『
耳
談

』
�『
續
修
四
庫

書
』
第
一
二
六
八

）は
、

二
三

に
「
劉
香
姑
」、

二
五
に
「
苟
仙
姑
」、

二
五
に
「
玉
灘
版
築

」
を
收

す
る
。

�21
）

な
お
、
こ
の
事
は

夢
禎
の
日
記
�

夢
禎
『
快
雪
堂
日
記
』

鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）の
壬
寅
年
の
條
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
。

�22
）

小
林
宏
光
『
中
國
版
畫
史
論
』
�

出
版
、
二
〇
一
七
）一
九

四
〜
二
〇
五
頁
。

�23
）

小
林
宏
光

書

頁
、
張
秀
民
『
張
秀
民
印
刷
史
論

集
』
�印
刷
工
業
出
版
社
、
一
九
八
八
）一
七
二
頁
、
張
國
標
『
徽

派
版
畫
』
�安
徽
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）一
一
〇
、
一
二
九
、

一
三
〇
、
一
三
六
、
一
四
一
頁
。

�24
）

鄭
振
鐸
『
中
國
木
刻
畫
史
略
』
�『
鄭
振
鐸

集
』

山

藝
出

版
社
、
一
九
九
八
）三
二
八
頁
。

�25
）

例
え
ば
、
宋
莉
華
『

淸
時
期

小

傳
播
』
�中
國
社
會
科

學
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）八
四
〜
九
十
頁
。

�26
）
「
昔
蒙
叟

姑
射
神
人
、『
穆
傳
』

昆
侖
王
母
、
此
僊
媛

方

與
�
乃
子
政
然

太
乙
、『
列
僊
』
乃
傳
、
弘
景

跡
華
陽
、『
眞

』
斯

、
高
風
大
播
、
徽

永
傳
矣
。
…
…
、
事
如
有
待
楊
君

七
七

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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魯
、
…
…
。
爰
暫

丹
鉛
之
暇
、
考
索
仙
宮
之

、

自
殷
時
、

迄
於
昭
代
、
得
女
仙
如
干
人
、
爲
傳
九

、
附
之
匠
氏
、

言
於

餘
。」
�

夢
禎
「

僊
媛
紀
事
」
仙
媛
序
三
ｂ
〜
四
ａ
頁
）。
な

お
、「
方
」
の
字
は
「
昉
」（
始
ま
る
）
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、

閣

庫
、
國
立
臺
灣
圖
書

、
國
立
故
宮
博
物
院
（
臺
灣
）、
中
國
國
家
圖
書

（
二
種
）

に

藏
さ
れ
て
い
る
原
本
の
字
體
が
「
方
」
の
方
に

い
と
思
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
倣
」（
模
範
と
す
る
）
の

味
で
解
釋

し
た
。

�27
）
「

魯
之
廣
輯
僊
媛
、
將
無
有
砥

游
蒙

乎
、
□
□
爲
好
脩

託
幟
也
。」
�沈

元
「
讀
仙
媛
紀
事
」、
仙
媛
序
二
ａ
頁
）

�28
）
「
爰
從

閣
、

芳
、
紀
就
仙
媛
、
紹
徠
後
哲
。」
�楊
爾

曾
「
書
仙
媛
紀
事
後
」、
仙
媛
後
序
一
ｂ
頁
）

�29
）

例
え
ば
、
小
川
陽
一
「
中
國
小

に
お
け
る

敎
｜
と
く
に
續

金
瓶

と
太
上
感
應

」
�秋

暎

『

敎

究
の
す
す
め
』

平
河
出
版
社
、
一
九
八
六
）一
一
一
〜
一
二
八
頁
等
を
參
照
。

�30
）

例
え
ば
、
錢
大
昕
「
正
俗
」
に
は

の
よ
う
に
あ
る
。「
古
有

儒
釋

三
敎
、
自

以
來

多
一
敎
、
曰
小

。
小

、
演
義
之

書
也
、
未
嘗
自
以
爲
敎
也
。
而
士
大
夫
、
農
工
商

無
不

聞
之
、

以
至
兒
童
、

女
、
不
識
字

、
亦
皆
聞
而
如
見
之
、
是
其
敎
較

之
儒
釋

而
廣
也
。」
�錢
大
昕
『

堂

集
』

十
七
、
十
二

ｂ
頁
）

�31
）

例
え
ば
、
何
仙
姑
が
一
般
に
八
仙
の
一
人
と
し
て

識
さ
れ
、

八
仙
の

員
と
し
て
確
定
さ
れ
始
め
た
の
は
萬

・
嘉
靖
年

で

あ
り
、『
八
仙
東

記
』
の
出
版
と
關
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
王
世
貞
が
見
た
本
に
は

に
何
仙
姑
が
加
わ
っ
て
い
る
。

趙
景
深
「
八
仙
傳

」
�『
東
方

誌
』
第
三
十

第
二
十
一
號
、

一
九
三
三
）五
二
〜
六
三
頁
、
浦
江
靑
「
八
仙
考
」
�『
淸
華
學
報
』

第
十
一

第
一
號
、
一
九
三
六
）
八
九
〜
一
三
六
頁
。
ま
た
、
濟

公
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
濟
顚
大
師

菩
提

傳
』
か
ら
き
て
い
た
が
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
社
會

な
背
景
の
下
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。M

eir S
h
a
h
a
r,

C
ra

zy
 
Ji:

C
h
in

ese
 
relig

io
n
 
a
n
d

 
p
o
p
u
la
r
 
litera

tu
re

.

�Ca
m

b
rid

g
e
,
M

a
ss.:

H
a
rv

a
rd

 
U
n
iv

ersity
 
A
sia

 
C
en

ter:
D
istrib

u
ted

 
b
y
 
H

a
rv

a
rd

 
U
n
iv
ersity P

ress,
1998

）.

�32
）

譚
正
璧

『
中
國
女
性

學
生
活
』
�河
洛
圖
書
出
版
社
、

一
九
七
七
）を
參
照
。

�33
）

例
え
ば
、
余
英
時
『
中
國

世
宗
敎
倫
理
與
商
人

神
』
�聯

經
出
版
公
司
、
一
九
八
七
）、
陳
大
康
『

代
商

與
世
風
』
�上

藝
出
版
社
、
一
九
九
六
）一
四
〇
〜
一
五
九
頁
等
を
參
照
。

�34
）

柳
存
仁
が

も
早
く
論
じ
、
酒
井
忠
夫
に
詳
細
な

究
が
あ
る
。

柳
存
仁
『
和
風
堂

集
』
�上

古

出
版
社
、
一
九
九
一
）
八

一
四
〜
八
一
五
頁
、
酒
井
忠
夫
『

補
中
國
善
書
の

究
』
�國

書
刊
行
會
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
）、
游
子
安
『
善
與
人
同
｜

淸
以
來

慈
善
與
敎

』
�中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
）。

�35
）

例
え
ば
、『

史
』

三
〇
七
「
田
玉
」

び
「
王
金
」
の

七
八

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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話
、
ま
た
、『

史
紀
事
本
末
』

五
十
二
「
世
宗
崇

敎
」
も

參
照
。

�36
）

自
身
の
信
仰
上
の
興
味
以
外
に
、
政
治
や
軍
事
に
參
與
で
き
な

い
各
地
の
藩
王
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
勢
力
を

固
に
し
、

地
方
階

に
お
い
て

士
が
行
う
國
家
儀
禮
の
職
權
上
の
管
理

と
な
っ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
�Rich

ard G
.
W

a
n
g,

T
h
e

 
M
in
g
 
P
rin

ce
 
a
n
d
 
D
a
o
ism

:
In

stitu
tio

n
a
l
 
P
a
tro

n
a
g
e

 
o
f
 
a
n
 
E
lite,

N
ew

 
Y
o
rk

:
O
x
fo

rd U
n
iv

ersity P
ress,

2012

）。

�37
）

小
柳
司
氣
太
「

末
の
三
敎
關
係
」
�小
島
祐
馬

『
支
那
學

論
叢
高
瀨
博
士

記
念
』
弘

堂
書

、
一
九
二
八
）
三
四
九

〜
三
七
〇
頁
、
柳
存
仁

書
（
八
〇
九
〜
八
四
六
頁
）「

儒

與

敎
」、
孫
克

『

原

論
』
�聯
經
出
版
事
業
公
司
、
一
九

九
七
）
「
元
代
南
儒
與
南

」
一
六
七
〜
二
五
三
頁
、
馬
淵
昌
也

「

代
後
期
儒
學
士
大
夫
の

敎
受
容
に
つ
い
て
」
�山
田
利

・

田
中

雄

『

敎
の

史
と

』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九

八
）
二
七
五
〜
二
九
六
頁
。

�38
）

三
浦
秀
一
「『
眞

』
兪
安
期
本

立
の
時
代

況
」
�吉
川
忠

夫

『
中
國
古

敎
史

究
』
同

出
版
、
一
九
九
二
）
五
一

一
〜
五
六
四
頁
。

�39
）

D
a
n
iel L

.
O
v
erm

y
er,

“V
a
lu

es M
in

g
 
a
n
d
 
C
h
’in

g
 

P
a
o
-ch

u
a
n
,”

in
 
Jo

h
n
so

n
,
A
n
d
rew

 
J.

N
a
th

a
n
,
a
n
d

 
E
v
ely

n
 
S
.
R
a
w
sk

i,
ed

s.,
P
o
p
u
la
r
 
C
u
ltu

re
 
in
 
L
a
te

 

Im
p
eria

l
 
C
h
in
a

�Berk
eley

:
U
n
iv
ersity o

f C
a
lifo

rn
ia

 
P
ress,

1985

）,p
227.

�40
）

合
山
究
『

淸
時
代
の
女
性
と

學
』
�

古
書
院
、
二
〇
〇

六
）三
二
四
〜
四
九
五
頁
。

�41
）

例
え
ば
、
張
岱
『
陶
庵
夢
憶
』

三
「
逍
遙
樓
」
に
「
先
君
言
、

仙
供
餘
家
壽
芝
樓
」
�中
華
書
局
、
一
九
八
五
）二
二
頁
。

�42
）

鄭

敎
『
鄭
桐
庵
筆
記
』

一
「

仙
」
に
「

仙
之
法
、
世

多
有
之
、
大
約

人
才
士

神
之

托
。
有
金
生

、

於
其

、

詭

一
陳
夫
人
號
曰
『
慈

智

』、
與
生
有
婚
姻
之

、
在
某

年
宜
續
之
。

之

來
、
長

大

、
滔
滔
日
日
、

紳
先
生

人
士
有

行

、
無
不
惑
於
其

。
…
…

世

有
召
鬼
演

之

法
…
…
」
と
あ
る
（『
筆
記
小

大

』
三
八

、
新
興
書
局
、

一
九
六
〇
、
三
八
六
〜
三
八
七
頁
）。
ま
た
、

人
穫
『
堅

十

集
』

一
「
召

演

」
に
も
「

仙
」
の

の

容
が
引
用

さ
れ
て
い
る
（『
筆
記
小

大

』
二
三

、
新
興
書
局
、
一
九

六
〇
、
五
四
八
五
頁
）。

�43
）

例
え
ば
、
巫
仁
恕
「「
妖

」
乎
�
「
女
仙
」
乎
�
｜
論

代

山
東

賽
兒

形

轉
變
」
�『
無
聲
之
聲
Ⅰ
｜

代
中
國

女

與
國
家
（
一
六
〇
〇
〜
一
九
五
〇
）』
中

院

史

、
二
〇
〇

二
）
一
〜
三
七
頁
、
衣
若

『
三
姑
六
婆
｜

代

女
與
社
會

探
索
』
�稻

出
版
社
、
二
〇
〇
二
）、E

lena V
a
lu
ssi,

B
e-

h
ea
d
in
g
 
th
e
 
red

 
d
ra
g
o
n
:
A
 
h
isto

ry
 
o
f
 
fem

a
le
 
in
n
er

 
a
lch

em
y
 
in
 
C
h
in
a

�Lo
n
d
o
n
:
P
h
.D

.
T
h
esis,

S
O
A
S
,

七
九

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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2003

）.

、S
u
sa

n M
a
n
n

・
楊

譯
『『

閨
寶

』
｜
晩

至

淸
時

中
國

女
』
�左
岸

出
版
、
二
〇
〇
五
）三
四

九
〜
三
九
三
頁
。

�44
）

例
え
ば
、
徐
兆
安
「
證

與
博
聞
｜
萬

人
王
世
貞
、


隆
與
胡
應
麟

神
仙
書
寫
與

敎

論
」
�『
中
國

究

學
報
』

五
三
、
二
〇
一
一
）
二
四
九
〜
二
七
八
頁
。

�45
）
「
王

貞
、
號
曇
陽
子
、
王
錫
爵

女
、
好
仙

事
、
弟
子
從

衆
、
年
二
十
三
而

。」
�『

州
山
人
續
稿
』

一
三
九
）

�46
）

小
柳
司
氣
太
「
利
瑪

と

末
の
思
想
界
」
�同
『
東
洋
思
想

の

究
・
續
』
森
北
書
店
、
一
九
四
三
）一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
、

酒
井
忠
夫

書
三
〇
九
〜
三
一
一
頁
、

木
見
悟
『

末
宗
敎

思
想

究
｜
管
東
溟
の
生
涯
と
そ
の
思
想
』
�創

社
、
一
九
七

九
）。
三
浦
秀
一

五
三
七
〜
五
五
四
頁
。
他
にA

n
n

 
W

a
ltn

e
r,

“T
’a

n
-y

a
n
g
-tz

u
 
a
n
d
 
W

a
n
g
 
S
h
ih

-c
h
e
n
:

V
isio

n
a
ry a

n
d B

urea
u
cra

t in th
e L

a
te M

in
g
,”

L
a
te

 
Im

p
eria

l
 
C
h
in

a
 
8
.1

�Ju
n
e
 
19

87

）:1
05

�13
3
.
A
n
n

 
W

altn
er

「
曇
陽
子

身
體
｜
茅
山

敎
與
貞

儀
式
」、「
性
別

建
構
｜
性
別
、

本
、
身
體
、
政
治
」
國
際
學

討
會

論

一
九
九
七
年
五

二
四
〜
二
五
日
。A

n
n W

a
ltn

er

「T
ellin

g th
e S

to
ry o

f T
a
n
y
a
n
g
zi

」
�胡
曉
眞
・
熊

眞
・
王
愛
玲

『
欲
掩
彌
彰
｜
中
國

史

中

私
與

私

』
�

學

究
中
心
、
二
〇
〇
三
）
二
一
三
〜
二
四
一
頁
、
い

し
ゐ
の
ぞ
む
「
曇
陽
子
と
牡
丹
亭
老
年
の
人
、
こ
の
曲
の
た
め
に

す
」
�『
中
國
二
一
』
第
二
〇
期
、
二
〇
〇
四
年
八

特
集

「
中
國
演
劇
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」）
八
七
〜
一
一
〇
頁
、A

n
n

 
W

altner

「
生
命
與
書

｜
對
曇
陽
子
之

思
」
�游

・
胡

・
季
家
珍

『
重
讀
中
國
女
性
生
命
故
事
』
五
南
圖
書
、
二

〇
一
一
）
二
八
七
〜
三
一
四
頁
、
賀
晏
然
『
曇
陽
子
信
仰

建
立

論

人
宗
敎

特
點
』
�新
加
坡
國
立
大
學
博
士
學
位
論

、
二
〇
一
五
）。

�47
）

賀
晏
然

一
四
五
〜
一
四
八
頁
。

�48
）

八
、
三
九
ａ
〜
四
〇
ｂ
頁
。

�49
）

九
、
三
ａ
頁
。

�50
）
『

史
』

二
〇
六
、
列
傳
第
九
十
四
。

�51
）
「
會
武
陵
榮
王
、

華
陽
王
爲
仙
姑
建
玉
皇
閣

、
而
里
人

爲
姑
結
庵
、
其
後
復
移
居
之
、
仙
姑
談
休
咎
、

若
合
符
、
來

雲
蒸
霞
湧
、
軒

馬
、

絡
不

、
深
山
險

、
邸

不
備
、

但
能

客
逢
茅
。」
�

九
、
四
ｂ
頁
）

�52
）

こ
の
よ
う
な

は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
紙
幅
に
限
り

が
あ
る
た
め
、
例
を
示
す
に
留
め
る
。
例
え
ば
、
苟
仙
姑
に
つ
い

て
は
、『
石
門
縣
志
』

四
九
（

出
版
社
、
一
九
七
五
）
を

げ
て
お
く
。

�53
）
「
師
五

爲
兒

、

剪
紙
、
作
小
幅
、
寫
若

世

大
士
像

、
辟
而
設
膜

焉
。」
�

八
、
二
ｂ
頁
）

�54
）
「
胡
玉
林
寫
姑
像
無
據
、
姑
忽
于
夢
中
現
身
、
故
援
筆
立
就
、

宛
宛
爲
姑
焉
。」
�

九
、
三
ｂ
頁
）

八
〇

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰
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本
稿
は
、
筆

の
碩
士
學
位
論

「『
仙
媛
紀
事
』

究
｜
從
溯
源

到

書
」（
國
立
既
旦

南
國
際
大
學
中
國
語

學
系
、
二
〇
〇
九
）
の
一

部
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の

究

果
を
大
幅
に
加

え
て
新
た
に
一

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本

究
は
科
學

究
費
補
助
金
（
課
題
番
號16J05929

）
の

果

の
一
部
で
あ
る
。

八
一

『
新

仙
媛
紀
事
』
の

立
と

代
女
仙
信
仰


