
奇伝怪志67
一
五
行
志
と
干
宝
『
捜
神
記
』

(
報
告
)

佐

野

誠

子

私
は
今
回
､
五
行
志
と
干
宝
の
『
捜
神
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
よ
う
と
思
い
ま
す
｡
ま
ず
『
捜
神
記
』
に
は
二
十
巻

本
､
八
巻
本
､
敦
燈
本
と
い
う
三
種
類
の
代
表
的
な
版
本
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
う
ち
八
巻
本
と
敦
燈
本
は
民
間
的
な
も
の
で
あ
り
､
原
本

と
は
あ
ま
り
関
係
な
く
､
明
未
の
万
暦
年
間
に
突
如
現
れ
た
二
十
巻
本
が
原
本
に
一
番
近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､
二
十
巻
本

も
原
本
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
末
か
ら
清
に
か
け
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
､
例
え
ば
『
四
庫
提
要
』
で
も
そ
の
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
特
に
二
十
巻
本
の
中
で
も
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
が
巻
六
､
巻
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
正
史
の
五
行
志
を
丸
写
し

に
し
た
部
分
で
､
『
四
庫
提
要
』
で
は
巻
六
､
巻
七
は
『
漢
書
』
と
『
続
漢
書
』
の
五
行
志
を
収
録
し
て
お
り
､
『
続
漢
書
』
を
編
ん
だ
司

馬
彪
は
､
干
宝
よ
り
前
の
人
だ
か
ら
､
干
宝
は
『
続
漢
書
』
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
け
ど
､
こ
の
よ
う
に
一
文
字
も
変
え
な
い
で

記
録
し
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
｡

近
人
の
研
究
で
も
五
行
志
と
『
捜
神
記
』
の
関
係
を
考
え
よ
う
と
､
文
章
の
比
較
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
そ
の
場
合
現
行
の
二
十

巻
本
の
巻
六
､
巻
七
に
ば
か
り
拘
っ
て
考
え
て
い
る
節
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
に
対
し
小
南
先
生
の
書
か
れ
た
｢
干
宝
『
捜
神
記
』
の
編

纂
｣
の
第
三
章
で
は
『
法
苑
珠
林
』
の
巻
三
一
､
三
二
に
は
『
捜
神
記
』
が
十
数
条
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
そ
の
引
用

の
形
態
が
原
本
を
か
な
り
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
｡
そ
し
て
『
法
苑
珠
林
』
に
見
え
る
『
捜
神
記
』
引
用

条
の
配
列
は
､
は
じ
め
の
方
に
五
行
志
か
ら
の
引
用
が
あ
り
､
そ
の
後
に
志
怪
書
的
内
容
の
話
が
あ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
小

南
先
生
の
お
考
え
が
正
し
い
と
す
れ
ば
原
本
の
『
捜
神
記
』
に
ど
の
よ
う
に
五
行
志
が
引
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
構
成
ま
で
わ
か
り
ま

す
か
ら
､
も
う
一
度
ど
う
し
て
五
行
志
を
引
用
し
た
の
か
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

こ
の
間
題
に
対
し
て
も
､
も
ち
ろ
ん
小
南
先
生
は
お
考
え
を
述
べ
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
｡
例
え
ば
｢
干
宝
『
捜
神
記
』
の
編
纂
｣
で
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は
､
干
宝
は
『
易
』
を
原
理
と
考
え
て
い
て
､
『
捜
神
記
』
が
収
め
て
い
る
事
象
の
話
は
､
五
行
志
的
な
部
分
が
核
に
な
り
､
そ
れ
か
ら

関
心
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
志
怪
書
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
話
を
収
録
し
て
い
っ
た
､
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
｡

そ
れ
に
対
し
て
､
私
は
修
士
論
文
で
｢
五
行
志
と
志
怪
書
｣
と
い
う
題
目
で
､
全
体
的
に
五
行
志
と
志
怪
書
は
ど
こ
に
共
通
点
が
あ
り
､

ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
､
少
し
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
､
再
検
討
を
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
｡

『
捜
神
記
』
所
引
五
行
志
条
の
内
容

ま
ず
問
題
な
の
は
『
捜
神
記
』

に
引
か
れ
て
い
る
と
確
定
で
き
る
五
行
志
の
内
容
に
つ
い
て
で
す
｡
『
法
苑
珠
林
』

に
配
列
が
見
え
る

と
い
う
の
で
小
南
先
生
も
一
覧
表
を
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
､
こ
こ
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
五
行
志
の
条
の
配
列
は
､
実
際
の
五
行
志
と
は
無

関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
五
行
志
に
は
い
ろ
い
ろ
な
災
異
事
象
の
名
称
が
あ
り
､
例
え
ば
罰
､
妖
､
撃
と
か
､
災
や
癖
と
い
う
も
の
が
あ

り
､
そ
れ
が
き
ち
ん
と
五
行
の
一
つ
一
つ
の
木
や
水
と
い
っ
た
要
素
に
分
類
さ
れ
て
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
歴
代
の
『
漢
書
』
か

ら
『
清
史
稿
』

に
至
る
ま
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
｡
『
法
苑
珠
林
』

の
引
用
個
所
は
そ
の
よ
う
な
配
列
を
全
く
無
視
し
て
い
て
､
五
行
志
的

な
世
界
と
は
違
う
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
五
行
志
の
条
の
内
容
は
､
志
怪
書
と
五
行
志
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
話
に
偏
っ
て
い

る
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
｡
例
え
ば
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
一
､
巻
三
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
は
､
主
に
変
身
や
異
類
婚
の
話
､
竜
が

現
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
で
す
が
､
そ
の
よ
う
な
話
は
他
の
志
怪
書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
す
｡
そ
れ
に
対
し
､
五
行
志
の
怪
異
の
中
で

も
都
に
黄
色
い
色
の
気
が
発
生
し
た
と
か
､
血
の
雨
が
降
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
､
五
行
志
の
全
て
の
怪
異
事
象
を

記
録
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
｡
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『
捜
神
記
』
の
解
釈

五
行
志
と
志
怪
書
を
比
較
し
た
時
に
､
根
本
的
な
違
い
と
い
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
五
行
志
は
災
異
事
象
の
記
録
と
い
う
意
味
も
あ

り
ま
す
が
､
本
来
は
災
異
事
象
自
体
よ
り
も
､
災
異
事
象
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
と
い
う
､
解
釈
者
の
意
見
を
並
べ
る
こ
と
に
意
味

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡
こ
れ
は
『
漢
書
･
五
行
志
』
の
序
文
等
を
読
む
と
わ
か
り
ま
す
｡
し
か
し
､
志
怪
書
に
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な

解
釈
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
｡
そ
れ
な
の
に
『
捜
神
記
』
に
は
五
行
志
か
ら
の
引
用
条
に
解
釈
が
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
の
解
釈
の
部
分
を
『
捜
神

記
』
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
場
合
で
も
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
巻
六
､
巻
七
の
条
に
拘
る
の
で
は
な
い
方
法
を
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
｡
今
見
ら
れ
る
二
十
巻

本
の
校
注
本
で
は
江
紹
樋
先
生
が
､
｢
本
条
見
｣
と
し
て
唐
宋
時
代
の
類
書
で
『
捜
神
記
』
か
ら
と
し
て
引
用
し
て
い
る
書
名
を
挙
げ
て

い
ま
す
｡
｢
本
条
見
｣
に
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
条
は
『
捜
神
記
』
に
も
と
も
と
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

そ
し
て
更
に
｢
本
事
見
｣
の
箇
所
に
は
､
『
捜
神
記
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
同
じ
内
容
の
話
が
見
え
る
書
物
を
指

摘
し
て
お
り
､
｢
本
事
見
｣
に
し
か
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
､
そ
の
条
が
『
捜
神
記
』
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
微
妙
に
な
り

ま
す
｡
そ
こ
で
､
と
り
あ
え
ず
確
実
に
原
本
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
｢
本
条
見
｣
に
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
条
の
み
を
対
象
と
し
､
現

行
の
二
十
巻
本
の
文
章
の
み
な
ら
ず
類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
も
確
認
し
な
が
ら
､
五
行
志
の
文
章
と
比
較
を
し
て
み
ま
し
た
｡
こ

れ
は
歴
代
の
五
行
志
毎
に
事
情
が
違
う
の
で
別
々
に
扱
い
ま
す
｡

ま
ず
『
漢
書
･
五
行
志
』
で
す
が
､
こ
れ
は
班
固
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
の
で
､
当
然
干
宝
よ
り
も
前
の
書
物
で
す
｡
当
然
な
が
ら
干
宝

は
見
る
こ
と
が
で
き
､
『
漢
書
･
五
行
志
』
に
見
え
る
災
異
事
象
の
叙
事
の
部
分
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
解
釈
で

す
が
､
『
漢
書
･
五
行
志
』
は
解
釈
者
が
何
人
か
い
ま
し
て
董
仲
野
､
劉
向
･
劉
款
親
子
を
は
じ
め
､
そ
の
他
に
も
漠
代
の
災
異
学
者
達

の
名
前
が
序
文
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
人
達
の
解
釈
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
解
釈
の
文
章
と
『
捜
神
記
』
の
五
行
志
と
重
複
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す
る
文
章
を
比
較
し
た
時
､
こ
こ
に
資
料
と
し
て
挙
げ
た
の
は
あ
ま
り
い
い
例
で
は
な
い
の
で
す
が
､
主
に
京
房
の
『
易
伝
』
を
中
心
に

採
用
し
､
董
仲
野
な
ど
他
の
解
釈
を
削
除
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
､
解
釈
を
干
宝
が
自
分
で
選
択
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

私
は
ま
だ
干
宝
の
災
異
解
釈
の
こ
と
や
､
易
の
解
釈
に
つ
い
て
は
勉
強
不
足
な
の
で
は
っ
き
り
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
､
こ
こ
に
は
干
宝

の
思
想
態
度
の
表
明
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

次
に
『
続
漢
書
･
五
行
志
』
と
の
比
較
で
す
が
､
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
四
庫
提
要
に
あ
っ
た
よ
う
に
司
馬
彪
が
干
宝
よ
り
も
前
の
人
な
の

で
干
宝
が
『
続
漢
書
･
五
行
志
』
を
見
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
､
実
際
に
比
較
を
す
る
と
『
捜
神
記
』
と
『
続
漢
書
･
五
行
志
』

の
文
章
は
あ
ま
り
一
致
し
ま
せ
ん
｡
一
致
す
る
の
は
応
勘
の
『
風
俗
通
義
』

の
方
で
す
｡
こ
れ
は
小
南
先
生
が
以
前
書
か
れ
た

｢『捜神

記』

の
文
体
｣
で
も
､
『
捜
神
記
』
は
『
風
俗
通
義
』
を
ほ
ぼ
原
典
そ
の
ま
ま
で
引
用
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
見
ら
れ
ま
す
｡
『
風
俗
通

義
』
と
『
捜
神
記
』

の
文
章
を
比
較
し
た
時
に
､
『
風
俗
通
義
』

で
は
末
尾
に
応
勧
が
解
釈
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
す
が
､
考
え
を

述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
部
分
を
干
宝
は
ほ
と
ん
ど
削
除
し
て
い
ま
す
｡
応
劫
と
い
う
人
は
『
続
漢
書
･
五
行
志
』

の
序
文

で
も
､
｢
応
勧
な
ど
の
記
録
を
用
い
た
｣

と
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
､
本
文
に
は

｢
応
勧
日
｣

と
､
応
勧
の
考
え
方
を
引
用
し
た

部
分
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
多
分
こ
れ
は
『
続
漢
書
･
五
行
志
』
が
､
序
文
で
挙
げ
て
い
る
人
の
書
物
に
見
え
る
事
象
の
記
録
は
利
用

し
た
け
れ
ど
も
､
解
釈
は
無
視
し
て
､
別
に
解
釈
を
附
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡

干
宝
も
も
し
か
し
た
ら
､
応
勧
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
賛
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
た
だ
一
つ
問
題
な
の
は
､

服
装
の
流
行
に
関
す
る
記
述
が
『
捜
神
記
』
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
記
述
は
『
風
俗
通
義
』
に
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
｡
服
装

の
乱
れ
と
い
う
の
は
五
行
志
で
服
妖
と
い
う
災
異
事
象
に
分
類
さ
れ
ま
す
が
､
こ
の
よ
う
な
記
述
は
志
怪
書
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
､
『
捜

神
記
』
だ
け
に
例
外
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
｡
そ
し
て
､
そ
の
部
分
が
『
風
俗
通
義
』
と
だ
け
一
敦
し
ま
す
｡
『
捜
神
記
』
と
『
風
俗

通
義
』

の
関
係
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

最
後
に
『
宋
書
･
五
行
志
』
は
梁
･
沈
約
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
､
当
然
干
宝
よ
り
後
の
時
代
で
す
｡
『
宋
書
･
五
行
志
』
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の
中
に
は

｢
干
宝
日
｣
と
､
干
宝
の
解
釈
が
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
れ
を
た
だ
現
行
『
捜
神
記
』

の
巻
七
と
だ
け
比
較
す
る
と
､
巻
七
の
文
章

は
『
朱
書
･
五
行
志
』
を
も
と
に
編
ま
れ
た
『
晋
書
･
五
行
志
』

の
中
か
ら

｢
干
宝
日
｣

だ
け
を
削
っ
た
形
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
､

類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
捜
神
記
』

の
文
章
と
『
晋
書
･
五
行
志
』

の
文
章
を
比
べ
る
と
､
類
書
に
見
ら
れ
る
文
章
の
方
が
全
体
的
に

解
釈
が
短
め
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
｡
ま
た
『
宋
書
･
五
行
志
』

の

｢
干
宝
日
｣

が
あ
る
条
に
ど
の
よ
う
な
事
象
が
多
い
か
を
調
べ

た
と
こ
ろ
､
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
志
怪
書
と
重
複
し
や
す
い
話
に
限
ら
れ
ず
､
例
え
ば
自
然
災
害
の
記
事
に
対
し
て
も
｢
干
宝
日
｣
と

い
う
解
釈
が
見
ら
れ
ま
す
｡
し
か
し
そ
の
よ
う
な
条
は
､
『
捜
神
記
』
に
は
侠
文
と
し
て
も
見
ら
れ
ま
せ
ん
｡
こ
の
事
実
か
ら
す
る
と
､

干
宝
は
も
と
も
と
『
捜
神
記
』
と
は
別
に
災
異
解
釈
の
書
物
を
著
し
て
い
て
､
そ
の
中
か
ら
『
捜
神
記
』
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
話
だ
け

を
解
釈
を
省
略
し
て
収
録
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
｡

『
捜
神
記
』
に
見
え
る
古
書
の
引
用

以
上
五
行
志
と
『
捜
神
記
』

の
引
用
関
係
を
調
べ
ま
し
た
が
､
『
捜
神
記
』
に
は
五
行
志
以
外
の
書
物
で
も
､
古
い
書
物
か
ら
の
引
用

が
見
え
ま
す
｡
こ
れ
は
『
捜
神
記
』
序
文
で
も
､
歴
史
記
録
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
､
｢
古
い
本
か
ら
引
用
し
て
間
違
っ
て
い
て
も
私
の

非
で
は
な
い
｣
と
自
分
の
逃
げ
道
を
作
る
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
の
で
､
古
い
書
物
か
ら
の
引
用
が
多
く
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
｡
そ
こ
で
､
校
訂
本
の
｢
本
事
見
｣
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
書
と
､
唐
宋
の
類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
捜
神
記
』
の
文
章
と

を
比
較
し
て
み
ま
し
た
｡

ま
ず
､
｢
本
事
見
｣
の
条
で
特
に
目
立
つ
の
は
､
『
呂
氏
春
秋
』
『
准
南
子
』
『
論
衡
』
の
三
つ
の
書
名
で
す
.
｡
こ
れ
は
内
容
は
重
複
し
て

い
ま
す
が
､
文
章
に
関
し
て
は
､
索
引
な
ど
で
調
べ
て
も
､
三
書
の
中
で
ど
の
本
を
よ
く
見
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
は
つ
き

り
し
ま
せ
ん
｡
た
だ
､
こ
れ
ら
の
本
か
ら
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
も
見
ら
れ
ま
す
｡
そ
の
場
合
間
題
な
の
は
､
『
呂
氏

春
秋
』
『
准
南
子
』
『
論
衡
』
は
五
行
志
と
は
思
想
的
に
全
く
異
な
る
書
物
で
あ
る
こ
と
で
す
｡
『
准
南
子
』
に
は
災
異
思
想
が
見
え
る
と
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い
う
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
思
想
は
五
行
志
な
ど
に
比
べ
る
と
､
理
論
の
完
成
度
が
低
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
そ

こ
で
､
五
行
志
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
他
『
捜
神
記
』
に
は
五
行
志
以
外
の
歴
史
書
と
し
て
『
漢
書
』
列
伝
と
『
東
観
漢
記
』
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
例
も
幾
つ

か
見
ら
れ
ま
す
｡
『
東
観
漢
記
』
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
､
類
書
の
文
章
同
士
を
比
べ
る
の
で
す
が
､
文
章
は
大
体
一
致
し
ま
す
｡
ま

た
『
漢
書
』
の
場
合
､
五
行
志
と
異
な
り
も
と
の
文
章
が
短
く
完
結
し
て
い
な
い
た
め
､
辻
接
が
合
う
よ
う
に
変
更
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
､

干
宝
が
一
番
記
し
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
怪
異
を
記
し
た
部
分
の
文
章
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

他
に
､
歴
史
書
に
事
実
の
み
の
記
述
が
見
え
る
も
の
で
､
『
捜
神
記
』

で
は
､
非
常
に
長
く
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
話
や
､
孔
子
に

関
す
る
話
の
よ
う
に
荒
唐
無
稽
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
｡
こ
う
い
う
文
章
は
『
列
異
伝
』
や
経
書
の
侠
文
な
ど
に
同
文
が

見
え
ま
す
｡
『
列
異
伝
』
に
関
し
て
は
小
南
先
生
の

｢
『
捜
神
記
』

の
文
体
｣

と
い
う
論
文
の
注
釈
で

｢
『
列
異
伝
』
は
『
捜
神
記
』
よ
り

後
の
書
物
で
は
な
い
か
｣

と
し
て
い
ま
す
が
､
私
は
逆
に
『
列
異
伝
』
が
先
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
な
ぜ
か
と
い
う
と
『
列
異
伝
』

を
全
体
的
に
見
た
時
､
『
捜
神
記
』

の
よ
う
に
古
い
本
の
文
章
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ

れ
に
対
し
て
干
宝
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
色
々
な
本
か
ら
文
章
の
引
用
を
し
て
い
ま
す
｡
す
る
と
『
捜
神
記
』
の
前
に
『
列
異
伝
』

が
あ
り
､
『
列
異
伝
』

の
よ
う
な
怪
し
げ
な
書
物
か
ら
も
干
宝
が
丸
写
し
を
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
『
捜
神
記
』
は
､
過
去
の
記
事
は
文
献
に
頼
っ
て
収
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
例
え
ば
他
の
志
怪
書
で
す
と
､
原
本

は
残
っ
て
い
な
い
の
で
『
古
小
説
鈎
沈
』
な
ど
で
見
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
､
例
え
ば
漢
の
武
帝
の
こ
と
や
､
神
話
的
な
こ
と
を
記
し
て

い
る
場
合
､
取
材
し
た
書
物
は
あ
ま
り
は
つ
き
り
せ
ず
､
『
捜
神
記
』

の
よ
う
に
歴
史
書
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
い
う
例
は
見
ら
れ

ま
せ
ん
｡
『
捜
神
記
』

の
特
徴
と
し
て
､
書
物
か
ら
過
去
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

後
漢
か
ら
自
分
の
生
き
て
い
た
晋
代
の
記
事
に
関
し
て
は
､
｢
『
捜
神
記
』
の
編
纂
｣

の
第
四
章
の
三

｢
語
り
の
場
と
『
捜
神
記
』
の
内

容
｣
と
い
う
節
で
､
小
南
先
生
が
考
証
し
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
が
､
語
り
の
場
か
ら
取
材
す
る
な
ど
､
歴
史
家
と
し
て
様
々
な
取
材
方
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法
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

『
捜
神
記
』
が
古
書
を
引
用
す
る
意
図

最
後
に
な
り
ま
す
が
､
『
捜
神
記
』
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
古
い
書
物
を
引
用
し
た
の
か
を
自
分
な
り
に
考
え
て
み
ま
し
た
｡
『
捜
神

記
』
に
は
篇
日
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
昔
か
ら
い
わ
れ
て
ま
し
て
､
広
島
大
学
に
い
ら
し
た
森
野
繁
夫
先
生
に
｢
『
捜
神
記
』
の
篇
目
｣

と
い
う
論
文
が
あ
り
､
小
南
先
生
も
｢
『
捜
神
記
』
の
編
纂
｣
で
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
が
､
変
化
篇
や
神
化
篇
､

妖
怪
篇
､
鬼
神
篇
な
ど
全
部
で
八
つ
の
篇
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
と
は
別
に
小
南
先
生
は
『
捜
神
記
』
の
思
想
が
五
行

志
的
な
も
の
か
ら
志
怪
的
も
の
に
発
展
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
､
こ
の
時
に
問
題
な
の
は
こ
の
変
化
､
妖
怪
､
鬼
神
と
い
う
よ
う

な
用
語
は
､
五
行
志
と
は
全
く
関
係
が
な
い
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
す
｡
特
に
顕
著
な
の
が
｢
妖
怪
｣
で
､
こ
の
妖
怪
篇
冒
頭
の
議
論
と

さ
れ
る
文
章
を
資
料
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
｡
こ
の
文
章
に
は
妖
怪
は
｢
五
行
に
基
づ
き
五
事
に
通
ず
｣
と
あ
り
ま
す
｡
五
行
五
事
と
妖

怪
は
関
係
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
が
､
実
は
妖
怪
と
い
う
言
葉
は
五
行
志
に
は
一
切
見
え
ま
せ
ん
｡
こ
れ
は
つ
ま
り
干
宝
の
独
自

の
考
え
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
『
捜
神
記
』
中
の
他
の
｢
妖
怪
｣
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
調
べ
ま
す
と
､
化
け
て
出
た
物
の

怪
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
｡
一
方
五
行
志
に
は
妖
怪
と
い
う
言
葉
は
な
く
て
も
､
京
房
『
易
伝
』
の
解
釈
に
｢
妖
｣
と
い
う
言

葉
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
｡
そ
の
妖
は
何
を
表
し
て
い
る
か
と
い
う
と
､
あ
る
事
象
が
起
こ
り
､
そ
れ
が
何
か
の
予
兆
で
あ
る
場
合
､
そ
の

現
象
の
こ
と
を
妖
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
｡

そ
れ
に
対
し
､
『
捜
神
記
』
の
妖
怪
は
も
っ
と
具
体
的
な
気
味
の
悪
い
も
の
で
､
そ
れ
が
お
そ
ら
く
『
太
平
広
記
』
の
｢
妖
怪
篇
｣
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
､
気
持
ち
の
悪
い
も
の
が
出
現
し
て
そ
の
人
が
死
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
話
に
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
｢
鬼
神
｣
篇
の
問
題
で
す
が
､
小
南
先
生
が
｢
鬼
神
篇
｣
が
あ
っ
た
の
で
は
と
初
め
て
指
摘
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
の
根
拠
と
し

て
｢
干
宝
『
捜
神
記
』
の
編
纂
｣
(
上
)
で
､
干
宝
は
清
談
で
｢
鬼
は
い
な
い
ん
だ
｣
と
い
う
机
上
の
空
論
が
盛
行
し
て
い
た
の
に
反
論
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し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
｡
こ
の

｢
鬼
神
｣
､
｢
鬼
｣
と
い
う
の
は
､
五
行
志
に
は
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
｡
そ
こ
で

『
捜
神
記
』
に

｢
鬼
神
篇
｣
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
こ
に
は
昔
の
五
行
志
的
な
記
事
と
い
う
の
は
引
用
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

で
は
､
干
宝
の
同
時
代
の
記
事
と
過
去
の
記
事
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
｡
現
行
の
二
十
巻
本
の
巻
一
一
に

｢
諒
輔
｣
と
い
う
条
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
後
漢
時
代
の
諒
輔
と
い
う
人
が
､
役
人
を
や
っ
て
い
た
時
に
日
照
り
に
な
り
､
薪
を
横
ん
で
､

自
分
の
身
を
焼
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
､
よ
う
や
く
雷
雨
が
起
こ
っ
た
と
い
う
話
が
書
い
て
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
に
対
し
二
十
巻
本
の
巻
八
に

湯
王
が
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
､
『
呂
氏
春
秋
』
の
文
章
を
襲
っ
て
い
て
､
同
じ
文
章
が

『
太
平
御
覧
』
巻
一
一
に
も
『
捜
神
記
』
か
ら
と
し
て
見
え
て
い
ま
す
｡
こ
の
話
は
『
呂
氏
春
秋
』
か
ら
引
用
さ
れ
原
本
の
『
捜
神
記
』
に

収
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
｡
こ
こ
で
は
湯
王
が
日
照
り
に
な
っ
た
時
に
自
分
の
身
を
清
め
､
自
ら
を
犠
牲
に
し
た
ら
大
雨

が
降
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
｡
五
行
志
に
は
色
々
な
災
害
の
記
事
が
あ
り
ま
す
が
､
た
だ
災
害
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
記
録
は
『
捜

神
記
』
に
は
引
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
災
害
克
服
の
話
､
雨
乞
い
を
し
て
雨
が
降
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
､
巻
一
一

に
後
漢
時
代
の
同
じ
よ
う
な
話
が
二
､
三
篇
見
ら
れ
ま
す
｡

『
捜
神
記
』

の
編
纂
方
法
に
つ
い
て
､
私
の
考
え
は
､
干
宝
自
身
が

｢
語
り
の
場
｣

な
り
で
取
材
し
た
同
時
代
の
不
思
議
な
話
が
ま
ず

あ
り
､
そ
れ
を
分
類
し
て
記
し
､
過
去
に
そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
話
は
な
い
か
と
調
べ
て
見
つ
け
た
話
を
篇
の
前
の
方
に
置
き
､
昔
も
今

も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
並
べ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡

す
る
と
先
ほ
ど
の
『
法
苑
珠
林
』
の
場
合
は
､
異
類
婚
姻
の
話
な
ど
は
五
行
志
に
あ
る
程
度
近
い
話
が
あ
っ
た
の
で
､
は
じ
め
に
配
列

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
『
捜
神
記
』
が
記
そ
う
と
し
た
事
柄
自
体
は
､
他
の
志
怪
書
と
そ
の
テ
ー
マ
の
点
か
ら
み
て
ず
れ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
｡
た
だ
『
捜
神
記
』
が
他
の
志
怪
書
と
は
違
う
の
は
､
記
録
し
よ
う
と
す
る
ほ
ぼ
同
時
代
の
話
に
対
し
､
そ
の
起
源
を
わ
ざ
わ
ざ
古
い

書
物
に
求
め
て
引
用
し
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
『
初
学
記
』
に
｢
進
捜
神
記
表
｣
と
い
う
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
こ
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の
文
章
で
も
｢
古
今
の
怪
異
非
常
の
こ
と
を
撰
し
て
記
し
､
散
逸
し
た
も
の
を
集
め
て
一
貫
さ
せ
る
｣
と
述
べ
て
い
ま
す
｡
そ
の
時
に
干

宝
は
『
易
』

の
注
釈
を
し
た
り
､
災
異
解
釈
を
し
た
り
す
る
人
で
す
か
ら
､
『
漢
書
･
五
行
志
』
な
ど
は
､
普
段
か
ら
読
ん
で
い
た
書
物

だ
と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
､
『
捜
神
記
』
は
五
行
志
を
核
に
作
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
､
五
行
志
の
一
部
に
､
自
分
が
記
し
た
い
話
と
似

通
っ
た
話
が
あ
っ
た
た
め
､
資
料
と
し
て
引
用
し
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡

(
小
南
先
生
の
コ
メ
ン
ト
)

干
宝
の
関
心
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
当
時
の
東
晋
と
い
う
社
会
に
あ
っ
て
､
当
時
の
社
会
の
中
に
お
け
る
諸
事
象
を
理
解
し
位
置
付
け

る
た
め
に
色
々
な
工
夫
を
し
た
｡
そ
の
一
つ
が
､
現
在
と
同
じ
よ
う
な
事
象
が
過
去
に
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
､

ま
ず
過
去
の
事
象
を
書
き
､
そ
れ
と
共
通
性
を
持
つ
現
在
の
事
象
を
記
録
し
た
｡
更
に
そ
れ
を
ま
と
め
る
形
で
幾
つ
か
の
篇
を
作
っ
て
､

そ
れ
ぞ
れ
の
篇
に
は
そ
れ
を
理
論
付
け
る
文
章
が
つ
い
て
い
た
､
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
｡

そ
の
時
に
干
宝
の
興
味
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
､
現
在
の
社
会
の
常
識
か
ら
見
る
と
異
常
現
象
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
位
置
付
け
る
た
め

に
は
､
そ
れ
が
彼
の
理
論
の
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も
､
五
行
思
想
を
引
っ
張
っ
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
干
宝
の
易
学
や
五
行
解
釈
は
､

劉
向
の
『
五
行
伝
』
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
た
と
い
う
よ
り
､
京
房
の
易
学
的
方
向
に
流
れ
る
点
が
多
か
っ
た
｡
だ
か
ら
必
ず
し
も
『
漢

書
』
な
ど
の
五
行
志
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
､
洪
範
五
行
伝
な
ん
か
の
解
釈
と
は
少
し
異
な
っ
た
流
れ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
､
現
在
の
『
捜
神
記
』
を
も
う
一
度
素
材
に
ま
で
ば
ら
し
て
､
干
宝
の
五
行
志
的
な
社
会
観
で
ど
の
よ
う
に
構
成
し
直
す
こ
と
が
可

能
か
を
考
え
ま
し
た
が
､
な
か
な
か
わ
か
ら
な
く
て
､
そ
の
た
め
に
『
法
苑
珠
林
』
の
配
列
な
ん
か
を
何
と
か
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
し

た
の
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
の
復
元
が
全
部
正
し
い
か
ど
う
か
は
な
ん
と
も
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
現
状
で
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
､
干
宝
の
『
捜
神
記
』
と
そ
れ
以
後
の
志
怪
小
説
で
は
違
う
点
が
相
当
大
き
く
て
､
や
っ
ぱ
り
干
宝
の
『
捜
神
記
』

は
一
つ
の
時
代
を
開
く
書
物
で
あ
っ
て
､
新
し
い
時
代
を
開
く
書
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
理
論
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
干
宝
に
よ
っ
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て
理
論
付
け
さ
れ
て
し
ま
え
ば
､
そ
れ
以
後
の
作
品
に
は
理
論
的
な
部
分
は
必
要
な
い
､
面
白
く
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
､
あ
と
の

志
怪
小
説
は
も
っ
ば
ら
現
実
の
怪
異
だ
け
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

『
列
異
伝
』

の
位
置
付
け
が
､
干
宝
『
捜
神
記
』
よ
り
後
か
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
未
解
決
の
問
題
で
あ
っ
て
､
曹
杢
だ
と
か
張
華
が
書

い
た
と
い
う
伝
説
は
も
う
一
度
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡
私
は
『
捜
神
記
』
と

『
列
異
伝
』
と
重
な
る
文
章
を
比
べ
て
み
る
と
､

『
捜
神
記
』
の
中
で
も
相
当
面
白
い
文
章
と
重
な
る
も
の
ば
か
り
が
『
列
異
伝
』
の
中
に
も
入
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
｡
『
捜
神
記
』
の
中
で

も
面
白
い
話
が
『
列
異
伝
』
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
く
､
逆
の
方
向
､
『
捜
神
記
』

の
中
の
面
白
い
話
が
選
ば
れ
て
『
列
異
伝
』
に
収

め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
｡
も
う
一
つ
に
は
､
『
捜
神
記
』
に
は
志
怪
小
説
と
い
う
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
開
く
性
格

が
見
え
る
｡
『
列
異
伝
』
は
､
『
捜
神
記
』
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
あ
る
作
品
の
一
つ
だ
と
考
え
た
の
で
す
｡
こ
れ
だ
け
の

こ
と
で
は
『
列
異
伝
』

の
年
代
は
決
ま
り
ま
せ
ん
｡
必
ず
し
も
結
論
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
｡

(
討
論
)

佐
野
‥
『
捜
神
記
』
が
志
怪
書
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
異
論
は
な
い
の
で
す
が
､
例
え
ば
他
の
書
物
で
も
､
も

し
か
し
た
ら
鬼
神
篇
､
妖
怪
篇
の
よ
う
に
内
容
を
分
類
し
て
､
配
列
し
て
あ
り
､
冒
頭
に
議
論
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
思
い

ま
す
｡
例
え
ば
志
怪
書
と
は
ず
れ
ま
す
が
､
梁
の
元
帝
斎
梓
が
撰
し
た
『
金
楼
子
』
に
志
怪
篇
と
い
う
篇
が
あ
り
､
志
怪
篇
の
序
文
は
干

宝
の
篇
と
同
じ
よ
う
に
用
例
を
引
用
し
､
古
い
書
物
か
ら
変
化
の
例
を
順
に
挙
げ
て
い
ま
す
｡
『
捜
神
記
』
が
理
論
付
け
し
た
か
ら
他
の

書
物
は
面
白
い
話
だ
け
並
べ
ま
し
た
､
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
｡

小
南
‥
い
わ
れ
る
と
お
り
で
､
志
怪
小
説
の
諸
作
品
に
は
完
全
な
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
な
ん
と
も
い
え
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
､
『
異
苑
』
な
ど
は
相
当
原
本
の
形
を
残
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡
そ
れ
か
ら
梁
代
と
い
う
の
は
､
あ
る
意
味
で
南
北
朝
の
文
化

を
も
う
一
度
総
合
す
る
時
期
で
､
だ
か
ら
『
文
選
』
が
作
ら
れ
た
り
､
『
文
心
願
龍
』
が
作
ら
れ
た
り
す
る
｡
そ
う
い
っ
た
時
期
な
の
で
､
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志
怪
書
に
つ
い
て
も
も
う
一
度
､
集
大
成
が
行
な
わ
れ
､
『
金
楼
子
』
な
ど
に
も
先
祖
が
え
り
し
た
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
と
思
い
ま
す
｡
な
に
せ
志
怪
小
説
に
は
ほ
と
ん
ど
現
在
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
､
元
来
そ
う
い
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
れ
ば
､
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
申
し
訳
け
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
｡

戸
倉
‥
佐
野
さ
ん
が
小
南
先
生
の
ご
研
究
を
読
ん
で
一
番
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
､
『
捜
神
記
』
は
五
行
志
を
中
心
に
し
て
発
展
し
た
と

い
う
個
所
で
､
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
と
こ
ろ
を
今
回
発
表
し
て
く
れ
た
わ
け
で
す
｡
小
南
先
生
の
お
話
で
は
､
『
捜

神
記
』
は
他
の
書
と
は
違
う
時
代
を
開
く
書
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
､
や
は
り
中
心
に
は
五
行
思
想
が
あ
っ
た
､
本
が
出
来
上
が
っ

て
い
く
過
程
で
､
五
行
志
的
な
も
の
に
よ
る
理
論
付
け
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
｡

小
南
‥
は
い
｡
も
ち
ろ
ん
五
行
思
想
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
こ
の
思
想
が
相
当
重
要
な
働
き
を
し
た
と
は
思
っ
て
い
ま
す
｡

京
房
易
と
い
う
の
は
､
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
､
易
に
つ
い
て
は
古
い
漢
代
の
象
数
易
､
特
に
京
房
易
的
な
も
の
が
中

心
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
､
干
宝
の
『
晋
記
』
に
五
行
志
的
な
内
容
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
す
け
れ
ど
も
､
も
し
か
す
る
と
､
そ
こ
に

｢
干
宝
日
｣
と
引
か
れ
て
い
る
の
は
『
捜
神
記
』
で
は
な
く
て
､
干
宝
『
晋
記
』
の
一
部
分
に
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
｡
特
に
『
宋
書
』
な
ど
の
引
用
に
は
そ
う
い
っ
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
考
え
ま
す
｡
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
最
後
に
干
宝
の

解
釈
が
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
｡

佐
野
‥
小
南
先
生
は
干
宝
と
同
時
代
に
五
行
志
が
熱
心
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
､
『
史
通
』
を
引
用
し
て
説
か
れ
て
い
た
と
思

い
ま
す
が
､
私
は
五
行
志
全
体
の
歴
史
を
見
た
時
に
､
こ
の
時
期
は
記
録
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
は
あ
る
程
度
熱
心
で
は
あ
り
ま
し
た

が
､
災
異
解
釈
の
学
問
は
衰
退
期
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
実
際
『
史
通
』
で
は
､
司
馬
彪
と
減
栄
緒
の
『
晋
書
』
と
､
『
宋
書
』
と
､

粛
子
顕
の
『
斉
書
』
に
五
行
志
が
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
が
､
こ
の
中
で
今
見
ら
れ
な
い
の
は
減
栄
緒
の
『
晋
書
』
だ
け
で
､
あ
と
は
正

史
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
他
の
著
者
に
よ
る
『
晋
書
』
の
輯
本
を
見
る
と
､
あ
ま
り
五
行
志
に
関
係
し
た
条
も
あ
り
ま
せ
ん
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し
､
撰
者
で
も
災
異
思
想
と
関
わ
っ
て
い
た
人
が
い
ま
せ
ん
｡
こ
の
よ
う
に
全
体
の
数
か
ら
考
え
る
と
歴
史
書
の
編
纂
者
全
員
が
作
っ
て

い
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
と
､
『
宋
書
･
五
行
志
』
が
『
漢
書
･
五
行
志
』

の
考
え
を
理
解
せ
ず
に
た
だ
表
面
的
に
似
た
よ
う
な
記

事
を
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
､
私
は
こ
の
時
代
す
で
に
五
行
志
は
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

小
南
‥
干
宝
の
時
代
に
は
､
五
行
志
的
思
考
は
衰
退
期
に
あ
っ
た
｡
大
き
な
流
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
怪
異
的
な
も
の
を

社
会
と
結
び
つ
け
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
､
当
時
の
中
国
の
知
識
人
と
し
て
､
そ
れ
以
外
の
理
論
は
探
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
｡

溝
部
‥
佐
野
さ
ん
が
今
日
発
表
さ
れ
た
こ
と
と
は
少
し
ず
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
以
前
こ
の
会
に
備
え
て
授
業
の
中
で
佐
野
さ
ん
が

プ
レ
発
表
を
し
た
時
に
は
､
小
南
先
生
は
『
法
苑
珠
林
』
の
配
列
を
参
考
に
元
々
の
『
捜
神
記
』
の
配
列
を
推
測
し
た
こ
と
､
そ
の
際
干

宝
に
は
ま
ず
証
明
し
た
い
理
論
が
あ
っ
て
､
そ
れ
も
裏
付
け
る
た
め
に
実
例
を
集
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
､
論
文
の
中
で
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
と
理
解
し
た
上
で
､
そ
れ
に
対
し
て
佐
野
さ
ん
は
む
し
ろ
干
宝
が
様
々
な
実
例
に
出
会
う
過
程
で
､
理
論
を
構
築
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
を
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
｡
私
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
一
番
気
に
な
り
ま
し
た
｡
ま
ず
佐
野
さ

ん
に
補
っ
て
も
ら
っ
て
か
ら
､
先
生
の
お
考
え
を
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
｡

佐
野
‥
竹
田
晃
先
生
は
『
晋
紀
』
と
『
捜
神
記
』
を
比
較
し
て
､
干
宝
は
『
晋
紀
』
に
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
『
捜
神
記
』
に
収
録
し
た

の
で
は
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
多
分
妥
当
な
考
え
で
､
例
え
ば
『
史
通
』
で
『
晋
紀
』
と
『
捜
神
記
』
に
関
す
る
評
価
を
見

る
と
､
干
宝
が
『
晋
紀
』

で
書
か
な
か
っ
た
も
の
を
唐
初
に
編
ま
れ
た
『
晋
書
』
は
入
れ
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
と
し
て
い
ま
す
｡
こ
れ

は
逆
に
『
晋
紀
』
は
『
史
通
』
か
ら
見
て
､
お
か
し
な
こ
と
は
書
い
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
一
方
『
捜
神
記
』
に
関
し

て
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
､
孔
子
や
揚
雄
も
相
手
に
し
な
い
と
い
う
批
判
が
『
史
通
』
に
あ
り
ま
す
｡
私
が
今
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
が
､

正
史
の
中
に
記
録
す
べ
き
話
の
範
囲
が
､
後
漢
頃
か
ら
少
し
ず
つ
拡
大
し
て
き
た
､
例
え
ば
国
家
に
関
わ
る
こ
と
で
な
く
て
も
､
個
人
的

な
こ
と
で
も
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
｡
例
え
ば
諒
輔
の
話
の
､
雨
乞
い
を
し
て
雨
が
降
っ
て
き
た
と
い
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ぅ
話
に
し
て
も
､
神
話
に
は
湯
王
が
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
話
は
あ
り
ま
す
が
､
一
般
の
役
人
が
雨
乞
い
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
て
き
た
と

い
う
話
は
後
漢
以
降
に
し
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
｡
そ
れ
は
『
後
漢
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
､
収
録
さ
れ
て
い
な
く
て
他
の

志
怪
書
に
見
え
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
｡
地
方
官
の
雨
乞
い
の
よ
う
な
話
が
歴
史
と
し
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
そ
こ
か
ら
志

怪
書
の
よ
う
に
､
無
名
の
人
が
鬼
に
遭
遇
し
た
話
や
､
再
生
し
た
話
が
記
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
再
生
の
詰
も
五
行
志
に
見
ら
れ
ま

す
が
､
雨
乞
い
の
話
と
い
う
の
は
､
志
怪
書
と
正
式
な
歴
史
書
を
繋
ぐ
部
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
干
宝
が
『
晋
紀
』
を

書
い
た
時
は
図
の
左
部
分
の
話
の
み
を
記
録
し
､
雨
乞
い
の
詰
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
そ
し
て
図
の
右
部
分
が
志
怪
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

雨乞いの話など

歴
史
意
識
に
お
け
る
記
述
の
対
象
が
広
が
り
､
右
部
分
も
歴
史
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
の
だ
け

れ
ど
正
史
に
は
収
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
話
だ
け
を
集
め
て
志
怪
書
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
｡
何
か
が
現
れ
た
こ
と
が
死
の
予
兆
だ
っ
た
と
い
う
詰
も
『
左
伝
』
や
『
史

記
』
だ
と
本
当
に
立
派
な
王
侯
貴
族
に
対
し
て
し
か
記
録
さ
れ
な
い
の
に
､
後
漢
や
三
国
に
な
る
と
普
通
の
人

で
も
死
ぬ
前
に
犬
の
行
動
が
お
か
し
か
っ
た
な
ど
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
､
無
名
の
人
に
降
り
か
か
っ
て
く

る
不
思
議
な
こ
と
も
､
歴
史
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
｡

小
南
‥
古
い
記
録
の
中
に
も
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
部
分
と
､
非
合
理
的
な
部
分
が
あ
っ
て
､
例
え
ば
『
左
伝
』

な
ど
で
は
い
ろ
ん
な
不
思
議
な
話
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
ね
｡
た
だ
そ
れ
を
､
さ
っ
き
も
い
わ
れ
た
よ
う

に
主
君
だ
と
か
国
家
の
範
囲
で
だ
け
考
え
て
い
た
も
の
が
､
よ
り
広
く
一
般
民
衆
に
ま
で
関
心
が
広
が
っ
て
い
っ

た
こ
と
は
確
か
で
す
｡
そ
う
し
た
関
心
は
必
ず
し
も
政
治
的
事
件
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
て
､
例
え
ば
『
後

漢
書
』
と
い
う
の
は
け
っ
た
い
な
書
物
で
普
通
の
正
史
に
は
入
れ
な
く
て
い
い
よ
う
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
書
い

て
あ
る
ん
で
す
ね
｡
旦
那
さ
ん
が
奥
さ
ん
に
頼
ま
れ
て
穀
物
を
干
し
て
い
た
ら
､
雨
が
降
っ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
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が
書
物
を
読
ん
で
い
て
気
が
つ
か
ず
､
取
り
込
む
の
忘
れ
て
奥
さ
ん
に
怒
ら
れ
た
､
と
い
う
よ
う
な
話
が
書
い
て
あ
り
ま
す
｡
普
通
の
正

史
に
書
く
必
要
の
な
い
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
う
い
う
こ
と
も
書
く
と
い
う
興
味
が
､
六
朝
人
に
は
出
て
き
て
､
六
朝
に
な
る
と

人
間
の
捉
え
方
が
大
分
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
政
治
的
人
間
だ
け
で
は
な
い
範
囲
が
描
写
の
範
囲
に

入
っ
て
き
た
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
も
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

溝
部
‥
そ
れ
で
そ
う
い
う
話
を
干
宝
が
『
捜
神
記
』
に
編
纂
し
た
際
に
､
先
生
の
ご
論
文
で
は
､
干
宝
に
は
ま
ず
理
論
と
し
て
定
着
し
た

い
と
い
う
意
図
が
あ
り
､
そ
の
後
に
色
々
な
例
を
古
今
の
書
物
か
ら
集
め
て
く
る
と
い
う
形
で
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
｡
一
方
佐
野
さ
ん
は
逆
に
干
宝
は
､
自
分
自
身
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
事
柄
を
通
じ
て
､
理
論
を
構

築
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
､
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
御
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
｡

小
南
‥
干
宝
自
身
の
最
も
大
き
な
興
味
は
当
時
の
現
実
社
会
に
あ
っ
て
､
現
実
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
､
過
去
に
も
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
を
引
用
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
さ
ら
に
そ
れ
を
理
論
的
に
実
証
し
よ
う

と
し
て
､
五
行
志
的
な
議
論
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
｡
書
物
と
し
て
の
構
成
で
は
理
論
が
ま
ず
出
て
､
そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う

な
現
実
の
事
象
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
現
実
の
事
象
と
過
去
の
事
象
が
二
つ
挙
が
っ
て
い
る
場
合
に
は
､
干
宝
の
興
味
の
中
心

は
現
実
の
事
象
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡

戸
倉
‥
理
論
が
あ
っ
て
そ
の
実
例
の
た
め
に
編
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
溝
部
さ
ん
は
読
ん
で
い
た
｡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら

れ
て
い
る
の
は
そ
う
で
は
な
い
､
書
物
の
形
に
し
よ
う
と
す
る
と
ど
う
し
て
も
理
論
が
先
に
な
る
｡
編
集
意
図
と
し
て
は
佐
野
さ
ん
の
考

え
と
そ
ん
な
に
ず
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

注(
1
)

『
四
庫
提
要
』
至
於
六
巻
七
巻
､
全
録
雨
漢
書
五
行
志
｡
司
馬
彪
錐
在
賓
前
､
績
漢
書
鷹
見
及
､
似
決
無
連
篇
抄
録
一
字
不
更
之
理
､
殊
烏
可
疑
｡
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(
2
)

『
東
方
学
報
(
京
都
)
』
六
九
､
七
〇
､
一
九
九
八
､
一
九
九
九
｡

(
3
)

『
捜
神
記
』
二
十
巻
本
巻
六
｢
狗
輿
承
交
｣
(
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
)

漢
景
帝
三
年
､
郡
部
狗
輿
最
交
｡
是
時
超
王
惇
乱
､
遂
輿
六
園
反
､
外
結
句
奴
以
焉
援
｡
『
五
行
志
』
以
烏
犬
兵
革
失
衆
之
占
､
家
北
方
旬
奴
象
｡
逆

言
失
聴
､
交
於
異
類
､
以
生
害
也
｡
京
房
『
易
伝
』
日
｢
夫
婦
不
慮
､
蕨
妖
狗
輿
最
交
､
玄
謂
反
徳
､
固
有
兵
革
｡
｣

『
漢
書
･
五
行
志
』

犬
禍
漢
景
帝
三
年
二
月
､
郡
部
狗
輿
鹿
交
｡
惇
乱
之
気
､
近
犬
雲
禍
也
｡
定
時
彗
惇
乱
､
輿
呉
､
楚
某
馬
逆
､
遣
使
旬
奴
求
助
兵
､
卒
伏
其
華
｡

犬
兵
革
失
衆
之
占
､
歪
方
旬
奴
象
｡
逆
言
矢
野
交
於
異
類
､
以
生
害
也
｡
京
房
『
易
伝
』
日
｢
夫
婦
不
慮
､
蕨
妖
狗
輿
鹿
交
､
薫
反
徳
､
国
有

兵
事
｡
｣

(
4
)

『
中
国
文
学
報
』
二
一
､
一
九
六
六
｡

(
5
)

村
田
浩
｢
『
准
南
子
』
と
災
異
説
｣
(
『
中
国
思
想
研
究
』
一
四
､
完
九
一
)
｡

(
6
)

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
(
文
学
)
』
二
四
土
一
､
一
九
六
五
｡

(
7
)
『
捜
神
記
』
二
十
巻
本
巻
六
｢
妖
怪
｣
妖
怪
者
､
蓋
精
気
之
依
物
也
｡
気
乳
於
中
､
物
質
外
｡
形
神
妻
､
表
裏
之
用
也
｡
本
於
五
行
､
通
於
五

事
｡
錐
消
息
升
降
､
化
動
寓
端
｡
其
於
休
容
之
徴
､
皆
可
得
域
両
論
臭
｡

(
8
〉
橋
本
尭
｢
｢
五
行
志
｣
と
｢
妖
怪
T
｢
太
平
広
記
｣
の
妖
怪
↓
(
『
和
光
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
三
三
､
一
九
九
八
)
は
､
『
太
平
広
記
』
の
妖
怪

篇
は
各
徴
篇
に
比
べ
て
よ
り
妖
怪
が
具
体
的
に
人
間
に
働
き
か
け
る
話
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

(
9
)

『
捜
神
記
≡
十
巻
本
巻
一
一
｢
諒
輔
｣
(
『
芸
文
類
衆
』
巻
一
〇
〇
･
豊
(
部
･
祈
雨
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
)

後
漢
諒
輔
､
字
漢
儒
､
虞
漢
新
都
人
｡
少
給
佐
吏
､
渠
水
不
交
｡
烏
従
事
､
大
小
畢
撃
､
郡
解
散
手
｡
時
夏
枯
早
､
太
守
自
曝
中
庭
､
而
雨
不
降
｡

輔
以
五
官
捧
､
出
面
山
川
､
自
誓
日
｢
輔
景
監
｡
不
能
進
諌
納
忠
､
薦
賢
退
悪
､
和
習
姓
､
至
令
天
地
否
隔
､
寓
物
枯
焦
､
百
姓
嘱
哺
､
無

所
控
訴
､
蓋
姦
｡
今
都
太
守
内
省
責
己
､
自
曝
中
庭
､
使
輔
謝
罪
､
焉
民
祈
福
､
精
誠
賓
､
未
有
感
徹
｡
輔
今
敢
自
警
､
若
至
日
中
悪
､

請
以
身
塞
無
状
｡
｣
力
積
薪
柴
､
格
自
焚
焉
｡
至
日
中
時
､
山
気
轄
黒
起
､
雷
雨
大
作
､
一
部
結
滞
Q
世
以
此
栴
至
誠
｡

巻
八
｢
湯
頑
雨
｣
(
『
呂
氏
春
秋
』
及
び
『
太
平
御
覧
』
彗
一
･
天
部
一
一
･
祈
雨
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
)

湯
既
克
夏
､
大
早
七
年
､
洛
川
掲
｡
湯
乃
以
身
琴
ナ
桑
林
､
勢
其
爪
琴
自
以
焉
犠
牲
､
祈
福
子
上
帝
｡
於
是
大
雨
即
至
､
拾
干
四
海
｡

(10)

｢
進
捜
神
記
表
｣
(
『
初
学
記
』
巻
三
紙
第
七
)
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臣
前
例
欲
撰
記
古
今
怪
異
非
常
之
事
､
含
緊
散
逸
､
使
同
一
革
博
訪
知
之
者
､
片
紙
残
行
､
事
事
各
異
｡

(
u
)

竹
田
晃
｢
干
宝
試
論
-
｢
晋
紀
｣
と
｢
捜
神
記
｣
の
間
-
｣
(
貢
京
支
那
学
報
=
一
､
完
六
五
)
｡

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

二

｢
六
朝
唐
代
小
説
史
上
に
お
け
る
諸
問
題
｣

(
報
告
)

溝
部
良
恵

私
の
発
表
は
コ
ハ
朝
唐
代
小
説
史
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
｣
で
す
｡
適
当
な
題
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
諸
問
題
と
い
う
こ
と
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
内
容
と
し
て
は
今
回
先
生
が
講
義
さ
れ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
ま
で
い
つ
も
小
南
先
生
の

論
文
は
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
､
今
回
は
授
業
を
通
し
て
直
接
先
生
の
研
究
方
法
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

先
生
は
､
大
胆
な
仮
説
を
た
て
､
そ
れ
を
膨
大
な
文
献
で
後
付
け
す
る
と
い
う
方
法
で
､
六
朝
､
唐
代
小
説
史
研
究
に
お
い
て
大
き
な
成

果
を
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
今
回
の
集
中
講
義
を
通
し
て
､
先
生
が
普
段
ど
の
よ
う
に
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
､
自
分
の
不
勉
強
を
恥
じ
る
と
と
も
に
､
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
｡

私
も
唐
代
小
説
を
専
攻
し
て
い
ま
し
て
､
常
日
頃
唐
代
小
説
史
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
考
え
て
い
ま
す
｡
そ
れ
で
今
回
は
､
自
分
の
考

え
を
文
献
な
ど
で
後
付
け
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
､
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の

小
説
史
の
変
遷
に
つ
い
て
､
考
え
て
い
る
こ
と
を
､
二
三
述
べ
ま
す
の
で
､
ご
批
判
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
｡

･
ま
ず
従
来
の
六
朝
唐
代
小
説
の
研
究
史
の
特
徴
を
簡
単
に
説
明
し
､
そ
の
後
で
先
生
の
諸
論
文
か
ら
､
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
小

説
史
の
流
れ
を
先
生
が
ど
う
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
､
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

中
国
で
は
近
代
以
後
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
に
よ
っ
て
､
本
格
的
な
六
朝
唐
代
小
説
の
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
｡
そ
れ
は
中
国
に


