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現
代
日
本
の
「
三
国
志
」
受
容
に
お
け
る
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

─
北
方
謙
三
と
宮
城
谷
昌
光
の
両
極
性
─

吉
永
　
壮
介

一
、
序
言

　
﹁
三
国
志
﹂
を
め
ぐ
る
長
編
小
説
群
の
な
か
で
︑
北
方
謙
三
︵
一
九
四
七
～
︶﹃
三
国
志
﹄
と
宮
城
谷
昌
光
︵
一
九
四
五
～
︶﹃
三
国
志
﹄
は
西

暦
二
〇
〇
〇
年
を
挟
ん
で
双
璧
を
な
す
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
一
九
九
六
年
十
一
月
か
ら
九
八
年
十
月
に
か
け
て
︑
角
川
春
樹
事
務
所
よ
り
全

十
三
巻
で
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
︑﹃
文
藝
春
秋
﹄
二
〇
〇
一
年
五
月
号
か
ら
二
〇
一
三
年
七
月
号
ま
で
百
四
十

五
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
︑
文
藝
春
秋
よ
り
全
十
二
巻
で
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
い
ず
れ
も
長
大
な
物
語
で
あ
る
が（

（
（

︑
二
年
と
十
二
年
と

い
う
執
筆
期
間
の
大
き
な
差
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
疾
走
感
の
あ
る
文
体
と
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
着
実
な
語
り
口
に
反
映
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒

　

北
方
・
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
明
代
の
白
話
小
説
﹃
三
国
志
演
義
﹄︑
お
よ
び
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
を
評
価
し
つ
つ
も
違
和
感
が
存
在
す

る
こ
と
を
執
筆
の
動
機
と
す
る
点
が
共
通
す
る
︒﹃
三
国
志
演
義
﹄
に
つ
い
て
︑
北
方
氏
は
﹁
怪
し
い
﹂︑
宮
城
谷
氏
は
﹁
隠
蔽
﹂﹁
歪
曲
﹂﹁
不
自

然
﹂﹁
噓
﹂
等
の
違
和
感
が
あ
る
と
述
べ
る（

（
（

︒
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
に
つ
い
て
は
︑
北
方
氏
は
︑
劉
備
が
﹁
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
ず
っ
と
偉
い
人
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の
ま
ま
﹂
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
尊
皇
思
想
の
語
り
口
が
古
び
て
見
え
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
た
と
す
る
︵
北
方
﹃
英
傑
﹄
一
六
～
一
九

頁
︶︒
一
方
︑
宮
城
谷
氏
は
︑
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
が
﹃
三
国
志
演
義
﹄
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
一
四
頁
︶︑

﹁﹃
三
国
志
﹄
は
︑
誰
も
書
か
な
か
っ
た
か
た
ち
の
も
の
に
し
た
い
︒
吉
川
英
治
さ
ん
の
﹃
三
国
志
﹄
と
と
も
に
読
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
を
書
い
て

み
た
い
﹂︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
三
〇
頁
︶
と
執
筆
の
動
機
を
語
っ
て
い
る
︒

　

北
方
・
宮
城
谷
両
氏
は
︑
と
も
に
正
史
﹃
三
国
志
﹄
に
準
拠
し
て
構
想
し
た
こ
と
を
標
榜
し
て
お
り
︵
北
方
﹃
読
本
﹄
一
八
頁
︑
宮
城
谷
﹃
読

本
﹄
九
五
頁
︶︑
そ
の
結
果
︑
両
氏
と
も
物
語
の
冒
頭
に
﹁
桃
園
の
誓
い
﹂
を
採
用
し
な
い（

（
（

︒
し
か
し
︑
北
方
氏
は
そ
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
︑

舞
台
に
は
良
い
が
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
︵
北
方
﹃
読
本
﹄
一
九
頁
︶︒

　

宮
城
谷
氏
は
自
身
の
作
品
を
﹁
時
代
小
説
﹂
で
は
な
く
﹁
歴
史
小
説
﹂
で
あ
る
と
規
定
す
る
︒
そ
し
て
﹁
歴
史
小
説
﹂
を
﹁
個
人
で
は
な
く
︑

時
代
を
書
く
と
い
う
も
の
で
す
︒
時
代
の
な
か
で
人
間
は
動
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
﹂︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
一
五
頁
︶
と
定
義
し
︑
そ
の
代
表

的
作
家
で
あ
る
司
馬
遼
太
郎
氏
に
よ
っ
て
︑
理
知
的
・
合
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
作
品
が
成
立
し
た
と
指
摘
す
る
︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
対
談
﹁
井
上

ひ
さ
し
─
歴
史
小
説
の
沃
野　

時
代
小
説
の
滋
味
﹂
一
五
八
～
一
五
九
頁
︶︒
こ
の
合
理
的
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
物
語
中
に
置
け
ば
︑
ス
ト

ー
リ
ー
や
登
場
人
物
の
心
理
や
行
動
︑
事
件
の
顚
末
の
解
釈
へ
の
整
合
性
︑
そ
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

本
稿
で
は
︑
小
説
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
北
方
・
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
︑
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
創
作
上
の
技

法
を
比
較
し
て
考
察
す
る
︒

二
、
物
語
の
枠
組
に
つ
い
て

　

時
間
的
・
空
間
的
に
切
れ
目
の
な
い
史
実
の
ど
こ
に
枠
組
を
当
て
は
め
て
物
語
を
構
成
す
る
か
は
︑
作
者
の
世
界
観
を
端
的
に
提
示
す
る
︒

﹃
三
国
志
演
義
﹄
は
黄
巾
の
乱
︵
一
八
四
年
︶
か
ら
始
ま
り
︑
五
丈
原
で
の
諸
葛
亮
の
死
︵
二
三
四
年
︶
を
経
て
︑
晋
に
よ
る
天
下
統
一
︵
二
八

〇
年
︶
ま
で
を
描
く
︒

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
黄
巾
の
乱
か
ら
諸
葛
亮
の
死
ま
で
の
約
五
十
年
間
を
描
く
︒
物
語
冒
頭
で
劉
備
・
関
羽
・
張
飛
が
登
場
し
︑
次
の
章
で
曹
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操
と
孫
堅
が
登
場
す
る
︒
一
方
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
楊
震
︵
五
四
～
一
二
四
年
︶
の
﹁
四
知
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
起
筆
し
︑
司
馬
昭
の
死

︵
二
六
五
年
︶
を
も
っ
て
擱
筆
す
る
ま
で
の
約
百
五
十
年
を
対
象
と
す
る
︒
曹
操
や
劉
備
の
登
場
は
第
二
巻
半
ば
の
﹁
曹
騰
﹂﹁
争
臣
﹂
の
章
で
あ

る
︒

　

宮
城
谷
氏
が
﹁
歴
史
小
説
﹂
の
執
筆
に
あ
た
る
姿
勢
は
︑

︵
略
︶
私
は
﹃
三
国
志
演
義
﹄
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
︒
つ
ぎ
に
後
漢
と
い
う
時
代
を
で
き
る
か
ぎ
り
正
確
に
知
ろ
う
と
し

た
︒
王
朝
そ
の
も
の
が
盛
衰
の
原
因
で
あ
る
︑
と
考
え
︑
個
人
の
善
悪
の
力
を
必
要
以
上
に
擢
用
し
な
い
こ
と
を
こ
こ
ろ
が
け
た
︒︵
略
︶

曹
操
を
知
る
た
め
に
は
︑
祖
父
の
曹
騰
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
曹
騰
が
宦
官
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
宦
官
を
識
る
必
要
が
あ

り
︑
宦
官
に
権
力
を
与
え
た
垂
簾
政
治
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

︵
宮
城
谷
︵
一
︶﹁
後
漢
と
い
う
時
代
﹂
三
七
七
頁
︶

と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
宮
城
谷
氏
は
︑﹁
三
国
時
代
の
扉
を
開
い
た
の
は
︑
私
は
楊
震
だ
と
昔
か
ら
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
﹂︵
宮
城
谷

﹃
読
本
﹄
三
九
頁
︶︑﹁
そ
の
あ
た
り
︵
筆
者
注
：
楊
震
と
梁
冀
︶
に
﹃
三
国
志
﹄
の
原
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
自
分
は
先
蹤
を
た
ど
ら
な
い
作
品

を
創
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

（
（

﹂︵
宮
城
谷
︵
十
二
︶﹁
あ
と
が
き
﹂
四
四
五
頁
︶
と
着
想
の
由
来
を
語
る
︒
そ
し
て
︑﹁
一
州
を
取
る
こ
と
の
む

ず
か
し
さ
は
︑
戦
後
に
あ
る
︒︵
略
︶
戦
略
よ
り
も
戦
後
の
行
政
の
ほ
う
が
︑
は
る
か
に
む
ず
か
し
い
︒
そ
の
こ
と
を
曹
操
は
知
っ
て
い
る
﹂︵
宮

城
谷
︵
六
︶﹁
袁
譚
﹂
一
一
頁
︶︑﹁
劉
備
の
し
て
い
る
戦
い
や
移
動
︑
権
謀
術
数
ば
か
り
で
は
つ
ま
ら
な
い
︒
国
の
政
治
に
こ
そ
︑
定
着
し
た
人

間
の
苦
悩
が
あ
り
︑
喜
び
が
あ
り
ま
す
﹂︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
八
〇
頁
︶
と
い
う
思
想
が
全
編
を
貫
い
て
い
る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
で
初
め
て

本
格
的
な
戦
闘
描
写
が
な
さ
れ
る
の
は
︑
第
二
巻
末
﹁
黄
巾
﹂
の
章
に
お
け
る
皇
甫
嵩
と
黄
巾
賊
の
戦
い
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　

一
方
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
︑
戦
争
を
紡
ぐ
物
語
と
し
て
駆
け
抜
け
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
猛
将
・
張
飛
に
つ
い
て
言
え

ば
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑
長
坂
坡
の
戦
い
と
巴
蜀
進
攻
の
場
面
し
か
活
躍
の
場
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
で
は
劉
備

以
上
と
も
思
わ
れ
る
熱
意
を
も
っ
て
︑
戦
闘
︑
調
練
︑
野
戦
料
理
︑
妻
帯
と
日
常
生
活
︑
心
の
内
面
に
い
た
る
ま
で
描
破
さ
れ
て
い
る
︒

　

北
方
氏
が
赤
壁
の
戦
い
へ
の
孫
権
の
決
断
に
三
国
志
の
物
語
世
界
の
完
成
を
見
る
の
に
対
し
て
︵
北
方
﹃
英
傑
﹄
一
一
五
頁
︶︑
宮
城
谷
氏
は

楊
震
に
三
国
志
の
揺
籃
期
を
見
て
︑
劉
備
と
諸
葛
亮
の
隆
中
対
に
三
国
時
代
の
現
出
を
措
定
す
る
︵
宮
城
谷
︵
六
︶﹁
三
顧
﹂︶︒
そ
の
視
座
の
相
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違
が
︑
時
間
軸
と
登
場
人
物
の
設
定
に
お
け
る
大
き
な
差
異
を
規
定
し
た
︒
と
も
に
正
史
準
拠
を
標
榜
す
る
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
戦
争
と
武

将
を
描
く
物
語
で
あ
り
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
政
治
と
文
官
に
主
眼
を
置
く
物
語
で
あ
る
︒
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
︑﹁
三
国

志
﹂
の
長
編
小
説
が
拠
っ
て
立
ち
得
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
極
点
を
明
確
に
示
し
て
い
る
︒

三
、
歳
月
・
年
齢
・
経
験
に
よ
る
進
化
・
変
化
に
つ
い
て

　

北
方
・
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
と
も
︑
歳
月
の
流
れ
︑
人
物
の
年
齢
の
変
化
に
敏
感
で
あ
る
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
曹
操
は
︑﹁
終
っ
た
こ
と

を
︑
く
ど
く
ふ
り
返
る
︒
そ
う
い
う
こ
と
が
︑
多
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
﹂
と
述
懐
す
る
︵
北
方
︵
八
︶﹁
曇
天
の
虹
﹂
二
三
九
頁
︶︒
宮
城

谷
﹃
三
国
志
﹄
も
︑﹁
馬
超
は
ま
だ
三
十
六
歳
で
︑
曹
操
よ
り
二
十
一
歳
も
下
で
あ
る
︒
曹
操
の
覇
業
に
と
っ
て
︑
い
ま
や
歳
月
さ
え
も
障
害
に

な
り
つ
つ
あ
る
︒
叛
逆
者
の
若
さ
は
︑
初
老
の
曹
操
に
は
脅
威
で
あ
る
﹂︵
宮
城
谷
︵
七
︶﹁
雨
矢
﹂
一
五
三
頁
︶
と
い
っ
た
具
合
に
し
ば
し
ば

年
齢
を
意
識
さ
せ
る
︒
歳
月
・
年
齢
に
対
す
る
注
目
は
︑
経
験
の
蓄
積
に
よ
る
成
長
や
個
性
の
変
容
へ
の
関
心
と
も
連
動
す
る
︒﹁
学
習
し
︑
努

力
し
︑
工
夫
を
お
こ
た
ら
ぬ
者
の
み
が
︑
人
と
し
て
成
長
す
る
の
で
あ
る
と
お
も
っ
て
い
る
曹
操
は
︑
徐
晃
の
進
言
を
喜
ん
で
容
れ
︑
韓
範
の
再

度
の
降
伏
を
許
し
た
︒
こ
の
一
事
は
︑
徐
晃
の
将
器
を
さ
ら
に
大
き
く
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
﹂︵
宮
城
谷
︵
六
︶﹁
袁
譚
﹂
二
一
頁
︶
と
い
う

一
節
は
︑
学
習
と
経
験
︑
そ
し
て
人
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
︑
思
想
的
に
も
具
体
的
な
行
動
に
お
い
て
も
進
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
評
価
で
あ

る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
諸
葛
亮
や
司
馬
懿
の
将
帥
と
し
て
の
才
略
に
つ
い
て
も
︑
天
性
の
才
能
で
は
な
く
経
験
に
よ
る
﹁
成
長
﹂
を
評
価
す

る
︵
宮
城
谷
︵
九
︶﹁
陳
倉
﹂︑︵
十
︶﹁
長
雨
﹂︶︒
ま
た
︑
攻
城
戦
の
経
験
が
あ
る
隊
が
城
壁
を
登
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
と
す
る
等
︵
宮
城
谷

︵
六
︶﹁
高
幹
﹂︶︑
組
織
・
集
団
の
経
験
値
に
よ
る
成
熟
に
も
言
及
す
る
︒

　

宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
が
と
り
わ
け
焦
点
を
当
て
る
の
が
曹
仁
で
あ
る
︒
曹
操
の
有
能
な
幕
僚
と
し
て
物
語
初
期
か
ら
活
躍
す
る
曹
仁
で
あ
る

が
︑
周
瑜
と
の
戦
い
で
江
陵
の
城
を
放
棄
し
た
こ
と
で
華
々
し
い
戦
歴
に
傷
が
つ
き
︑
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
と
向
き
合
う
内
面
が
た
び
た
び
描
写
さ
れ

る
︵
宮
城
谷
︵
七
︶﹁
馬
超
﹂︑︵
八
︶﹁
関
羽
﹂︶︒
成
長
と
挫
折
に
伴
う
内
面
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
続
け
る
意
匠
は
︑
中
国
古
典
の
通
俗
文
芸
の

世
界
に
は
な
じ
ま
な
い
現
代
的
な
視
点
で
あ
る
︒
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北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
張
衛
に
重
要
な
役
回
り
を
与
え
て
い
る
︒
張
衛
は
兄
・
張
魯
を
教
祖
に
戴
く
五
斗
米
道
の
力
を
利
用
し
て
天
下
取
り
の
野

望
を
抱
く
が
果
た
せ
ず
︑
や
が
て
急
転
す
る
時
勢
か
ら
落
伍
し
︑
つ
い
に
は
馬
超
を
し
て
﹁
い
ま
の
張
衛
は
︑
ど
こ
か
違
う
︒
い
や
な
感
じ
が
こ

み
あ
げ
て
く
る
﹂︑﹁
乱
世
が
取
り
憑
い
た
男
だ
な
﹂︑﹁
薄
汚
れ
た
男
に
な
っ
た
な
﹂ ︵
北
方
︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂
七
四
︑
八
五
︑
九
〇
頁
︶

と
ま
で
言
わ
し
め
る
ほ
ど
人
格
的
に
崩
れ
︑﹁
張
衛
は
︑
疲
れ
き
っ
て
い
た
﹂︵
北
方
︵
十
三
︶﹁
山
に
抱
か
れ
し
者
﹂
九
三
頁
︶
と
こ
ろ
に
ま
で

零
落
し
て
ゆ
く
︒
な
お
︑
馬
超
は
張
衛
以
上
に
時
間
の
経
過
と
と
も
に
振
る
舞
い
を
変
化
さ
せ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄

に
お
け
る
最
も
特
異
な
人
物
形
象
で
あ
る
た
め
︑
後
節
で
詳
述
す
る
︒

　

概
し
て
言
え
ば
︑﹃
三
国
志
演
義
﹄﹃
水
滸
伝
﹄
等
の
中
国
古
典
の
通
俗
白
話
小
説
の
登
場
人
物
は
︑
時
間
の
経
過
や
事
件
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て

も
︑
根
本
的
な
変
化
を
し
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
︒﹃
三
国
志
演
義
﹄
で
大
暴
れ
す
る
張
飛
像
に
対
す
る
北

方
氏
の
﹁
中
国
と
い
う
の
は
極
端
だ
か
ら
︑
荒
っ
ぽ
い
奴
は
ど
こ
ま
で
も
荒
っ
ぽ
い
ん
だ
︒
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
荒
っ
ぽ
く
て
︑
死
ぬ
ま
で

荒
っ
ぽ
い
﹂︵
北
方
﹃
読
本
﹄
四
八
頁
︶
と
い
う
評
は
︑
中
国
古
典
通
俗
文
芸
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
と
し
て
妥
当
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
対

す
る
違
和
感
︑
言
い
換
え
れ
ば
現
代
人
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
所
在
へ
の
回
答
の
一
つ
が
︑
時
間
の
経
過
や
老
い
を
意
識
し
︑
経
験
に
よ
っ

て
行
動
を
変
化
さ
せ
る
登
場
人
物
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

四
、
数
値
の
明
示
に
つ
い
て

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
は
数
値
の
詳
細
な
描
写
が
数
多
く
見
ら
れ
る
︒
物
語
の
最
冒
頭
の
︑

六
百
頭
の
馬
︒
む
か
っ
て
く
る
︒
ま
る
で
馬
で
は
な
い
別
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
︒
地
そ
の
も
の
が
動
い
て
い
る
︒
二
十
六
騎
の
う
ち
︑

十
六
騎
が
横
に
回
っ
た
︒
馬
群
の
後
方
に
い
る
数
十
騎
︒
土
煙
を
浴
び
︑
顔
を
伏
せ
て
い
る
者
が
多
い
︒ ︵
北
方
︵
一
︶﹁
馬
群
﹂
九
頁
︶

と
い
う
描
写
が
象
徴
す
る
よ
う
に
︑
物
語
全
般
で
人
数
や
距
離
を
明
示
す
る
記
述
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
︒
正
史
に
は
見
ら
れ
な
い
数
値
の
デ
ィ

テ
ー
ル
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
具
体
的
な
輪
郭
と
映
像
的
な
躍
動
感
を
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
を
常
套
と
す
る
︒

　

一
方
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
数
値
の
明
示
は
︑
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さ
き
ほ
ど
万
里
と
い
っ
た
が
︑
よ
り
正
確
に
は
日
南
ま
で
九
千
余
里
で
あ
り
︑
一
日
の
軍
行
を
三
十
里
と
す
れ
ば
︑
到
着
ま
で
に
三
百
日
は

か
か
る
︒
兵
が
食
べ
る
稟
を
計
算
し
て
み
る
と
︑
六
十
万
斛
必
要
と
な
る
︒
そ
の
計
算
に
は
将
吏
が
つ
か
う
驢
馬
の
食
を
い
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
︒ 

 ︵
宮
城
谷
︵
一
︶﹁
寵
栄
﹂
二
九
九
頁
︶

の
よ
う
に
︑
合
理
的
な
数
値
を
算
出
す
る
方
向
に
向
か
う
︒
当
時
の
人
口
に
つ
い
て
も
建
康
元
年
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
︵
宮
城
谷

︵
一
︶﹁
順
帝
﹂︶︑
そ
れ
は
﹃
後
漢
書
﹄
志
第
二
十
三
﹁
郡
国
五
﹂
日
南
郡
の
注
に
拠
る
︒
ま
た
︑
爵
位
の
授
与
に
伴
う
封
邑
の
加
増
に
つ
い

て
も
︑
正
史
に
拠
り
つ
つ
随
所
に
綿
密
に
記
し
て
い
る
︒

　

両
氏
と
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
付
与
の
た
め
に
数
値
の
具
体
的
な
描
写
に
留
意
し
て
い
る
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
具
現
化
︑

宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
正
史
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
︑
そ
の
ベ
ク
ト
ル
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒

五
、
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
日
常
性
・
非
日
常
性
の
付
与
に
つ
い
て

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑﹁
帝
論
︵
尊
皇
思
想
︶﹂
を
主
軸
と
し
て
︑﹁
男
﹂
の
﹁
夢
﹂﹁
志
﹂﹁
生
﹂﹁
死
﹂
を
描
く
が
︑
す
べ
て
を
非
日
常
の
物
語

と
し
て
飛
躍
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
地
に
足
の
着
い
た
人
間
味
の
感
じ
ら
れ
る
人
物
像
の
構
築
を
目
指
す
︒
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
技

術
的
な
選
択
が
︑
食
事
・
兵
站
を
﹁
し
つ
こ
い
ほ
ど
に
何
度
も
﹂︵
北
方
﹃
英
傑
﹄
一
五
八
頁
︶
描
き
込
み
︑
家
族
・
育
児
と
い
っ
た
日
常
の
風

景
を
取
り
込
む
こ
と
に
あ
る
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
で
は
妻
帯
が
と
り
わ
け
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
︒
張
飛
・
呂
布
・
周
瑜
・
馬
超
等
の
家
庭

生
活
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
︑
簡
雍
・
馬
忠
・
爰
京
等
は
妻
帯
し
て
い
な
い
旨
を
わ
ざ
わ
ざ
明
記
さ
れ
る
︒
張
飛
・
呂
布
・
馬
超
の
妻
は
い
ず
れ
も

架
空
の
人
物
で
あ
り
︑
ま
た
諸
葛
亮
の
妻
は
史
実
で
は
名
士
で
あ
る
黄
承
彦
の
娘
で
あ
る
が
︵﹃
三
国
志
﹄
巻
三
十
五
﹁
諸
葛
亮
伝
﹂
注
引
﹃
襄

陽
記
﹄︶︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
隆
中
の
村
の
長
の
娘
で
あ
る
陳
倫
を
娶
っ
た
と
設
定
し
︑
政
治
か
ら
距
離
を
置
く
庶
民
的
な
女
性
を
妻
に
配
し
て

い
る
︵
北
方
︵
八
︶﹁
野
の
花
﹂︶︒

　

一
方
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
女
性
は
︑
男
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
同
様
に
正
史
か
ら
抜
粋
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
冒
頭
近
く
か
ら
物
語
を
牽
引
す

る
鄧
太
后
を
は
じ
め
︑
甄
夫
人
︵
宮
城
谷
︵
七
︶﹁
雨
矢
﹂︶︑
姜
叙
の
母
︵
宮
城
谷
︵
九
︶﹁
曹
真
﹂︶︑
夏
侯
令
女
︵
宮
城
谷
︵
十
一
︶﹁
王
淩
﹂︶︑
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許
允
の
妻
の
阮
氏
︵
宮
城
谷
︵
十
一
︶﹁
掃
除
﹂︶︑
そ
し
て
全
公
主
︵
宮
城
谷
︵
十
二
︶﹁
孫
亮
﹂︶
等
の
逸
話
が
︑
ま
る
で
﹁
列
女
伝
﹂
の
一
幕

で
あ
る
か
の
よ
う
に
物
語
に
挿
入
さ
れ
る
︒

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
は
︑
張
飛
の
妻
・
董
香
や
馬
超
の
妻
・
袁
綝
が
︑
夫
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
共
鳴
し
て
相
互
に
影
響
を
与

え
︑
物
語
の
進
展
に
大
き
く
関
わ
る
︒﹁
夢
﹂
と
﹁
志
﹂
と
い
う
観
念
的
な
世
界
に
生
き
る
﹁
男
﹂
た
ち
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
日
常
か
ら
乖
離
さ
せ
な
い
機
構
と
し
て
︑
架
空
の
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る（

（
（

︒
そ
れ
に
対
し
て
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
女
性

は
︑
夫
や
息
子
の
公
的
な
政
治
・
軍
事
的
事
件
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
登
場
す
る
︒
そ
れ
は
非
日
常
で
鮮
烈
な
史
実
の
一
幕
を
彩
る
パ
ー
ツ

と
し
て
で
あ
り
︑
多
く
の
場
合
︑
継
続
的
に
物
語
を
担
う
立
ち
位
置
は
与
え
ら
れ
な
い
︒
両
作
品
に
描
か
れ
る
女
性
た
ち
は
︑
異
な
る
要
請
の
も

と
で
物
語
に
登
場
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

六
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
確
立
の
二
つ
の
方
向
性
に
つ
い
て

　

前
節
ま
で
︑
物
語
が
読
者
に
与
え
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
が
︑
本
節
で
は
物
語
内
の
登
場
人
物
自
身
が
︑
い
か
に
物

語
内
の
出
来
事
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
よ
う
構
成
・
執
筆
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

　

宮
城
谷
氏
は
正
史
を
丹
念
に
た
ど
り
︑
奏
聞
や
上
奏
文
に
多
く
の
紙
幅
を
割
く
こ
と
を
厭
わ
な
い（

（
（

︒
諫
争
以
外
に
も
︑
文
官
の
政
治
的
発
言
や

会
話
を
正
史
か
ら
抜
粋
し
て
い
る
場
面
は
数
多
く
︑
当
時
の
言
説
の
忠
実
な
再
現
を
志
向
す
る
︒
ま
た
︑
宮
城
谷
氏
は
﹃
三
国
志
﹄
執
筆
以
前
︑

す
で
に
十
年
以
上
に
わ
た
り
春
秋
戦
国
時
代
に
取
材
し
た
歴
史
小
説
を
手
が
け
て
お
り
︑
後
漢
末
・
三
国
時
代
に
お
け
る
﹁
現
在
﹂
の
あ
り
方
を

春
秋
時
代
と
比
較
し
て
考
え
る
場
面
が
頻
出
す
る
︒
例
え
ば
︑

春
秋
時
代
の
再
現
が
望
ま
し
い
と
な
れ
ば
︑
天
子
を
否
定
せ
ず
に
諸
侯
を
総
攬
す
る
覇
者
の
存
在
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
︒
困
窮
し
た

周
王
を
援
け
た
晋
の
文
公
す
な
わ
ち
重
耳
を
い
ま
の
世
で
求
め
る
と
す
れ
ば
︑
曹
操
を
措
い
て
ほ
か
に
は
い
な
い
︑
と
い
う
の
が
董
昭
の
見

識
で
あ
っ
た
︒ 

 ︵
宮
城
谷
︵
五
︶﹁
新
都
﹂
七
四
頁
︶

と
い
う
一
節
か
ら
は
︑
春
秋
時
代
の
歴
史
に
論
拠
を
求
め
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
妥
当
と
す
る
当
時
の
常
識
・
論
理
を
︑
正
史
か
ら
抽
出
す
る
姿
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勢
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
梁
冀
に
よ
る
質
帝
殺
害
の
場
面
で
は
︑

天
子
が
皇
帝
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
︑
輔
弼
の
位
に
あ
る
者
が
み
ず
か
ら
皇
帝
を
殺
害
し
た
の
は
︑
秦
の
二
世
皇
帝
を
襲
っ
て
自
殺

さ
せ
た
趙
高
と
︑
前
漢
の
平
帝
を
毒
殺
し
た
王
莽
が
い
る
︒
こ
こ
で
梁
冀
は
中
国
史
上
最
悪
と
い
っ
て
よ
い
臣
に
︑
悪
徳
に
お
い
て
な
ら
ん

だ
の
で
あ
る
︒ 

 ︵
宮
城
谷
︵
二
︶﹁
急
逝
﹂
二
五
頁
︶

と
述
べ
︑
当
時
の
人
が
知
り
う
る
前
例
に
鑑
み
て
判
断
を
く
だ
し
て
い
る
︒
同
様
の
例
は
桓
帝
が
宦
官
に
梁
冀
の
打
倒
を
謀
る
場
面
に
も
見
え

る
︵
宮
城
谷 ︵
二
︶﹁
五
侯
﹂︶︒
そ
う
し
た
過
去
の
史
実
の
照
会
の
ほ
か
に
も
︑
党
錮
の
禁
に
お
け
る
李
膺
の
最
後
の
言
葉
が
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄

﹃
論
語
﹄
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
等
︵
宮
城
谷
︵
二
︶﹁
党
錮
﹂︶︑
先
達
の
思
想
や
歴
史
の
典
故
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
︑
後
漢
末
の

人
々
の
教
養
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
に
光
を
当
て
る
意
欲
が
旺
盛
で
あ
る
︒
当
時
の
視
野
の
範
囲
内
で
物
語
を
構
築
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
︑
当
時

の
人
の
臨
場
感
を
物
語
中
に
醸
成
す
る
こ
と
が
︑
宮
城
谷
氏
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑
四
百
年
続
く
漢
王
朝
の
血
統
と
権
威
︑
そ
し
て
劉
備
・
曹
操
・
司
馬
懿
等
の
出
自
の
説
明
を
除
け
ば
︑
後
漢

以
前
の
事
情
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑﹁
尊
皇
思
想
﹂﹁
夢
﹂﹁
志
﹂﹁
死
﹂
と
い
う
概
念
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
と
し
て
︑
登
場
人
物
の
相
関
図
を
物
語
内
で
創
造
・
構
築
す
る
︒
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
︑
後
漢
末
当
時
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
儒
教
的

教
養
を
共
有
す
る
身
分
・
階
層
と
し
て
の
名
士
層
の
不
理
解
︑
と
い
う
側
面
を
持
つ
︒
例
え
ば
︑
漢
王
朝
存
続
を
め
ぐ
る
曹
操
と
荀
彧
の
確
執

は
繰
り
返
し
描
か
れ
る
が
︵
北
方
︵
二
︶﹁
流
浪
果
て
な
き
﹂︑︵
四
︶﹁
わ
が
立
つ
べ
き
大
地
﹂︑︵
六
︶﹁
天
地
は
掌
中
に
あ
り
﹂︑︵
七
︶﹁
病
葉

の
岸
﹂︑︵
八
︶﹁
長
江
の
冬
﹂︶︑
君
主
権
力
と
名
士
層
の
相
克
と
い
う
史
学
的
な
文
脈
か
ら
遊
離
し
て
︑
老
境
に
よ
る
頑
迷
さ
を
理
由
と
す
る
決

別
と
い
っ
た
処
理
へ
と
次
第
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
︵
北
方
︵
八
︶﹁
乱
世
再
び
﹂︑﹁
曇
天
の
虹
﹂︶︒
そ
し
て
︑
荀
彧
と
の
破
局
に
臨
ん
だ
曹
操
は
︑

﹁
服
従
か
︑
死
か
︒
自
分
は
そ
う
や
っ
て
荀
彧
に
接
し
︑
荀
彧
は
最
後
に
死
の
方
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
﹂︵
北
方
︵
八
︶﹁
新
し
き
道
﹂︶
と
述
懐
す

る
︒
こ
こ
に
い
た
る
伏
線
と
し
て
︑
曹
操
は
た
び
た
び
﹁
服
従
か
死
か
﹂
と
い
う
自
身
の
対
人
関
係
の
あ
り
方
を
自
覚
し
て
き
た
︵
北
方
︵
二
︶

﹁
流
浪
果
て
な
き
﹂︑︵
五
︶﹁
制
圧
の
道
﹂︑︵
六
︶﹁
知
謀
の
渦
﹂︑︵
九
︶﹁
荊
州
の
空
﹂︶︒
荀
彧
の
死
は
︑
史
実
か
ら
見
れ
ば
︑
老
い
に
よ
る
確
執

の
深
化
や
曹
操
個
人
の
特
質
で
処
理
で
き
る
問
題
で
は
な
い
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
史
実
の
軛
に
縛
ら
れ
ず
︑
現
代
人
の
目
線
に
よ
る
ド
ラ
マ
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と
し
て
人
物
と
事
件
を
描
出
す
る
︒

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
登
場
人
物
た
ち
は
︑
後
漢
以
前
の
歴
史
を
ふ
り
返
る
︑
と
い
う
選
択
肢
を
持
た
な
い
︒
彼
ら
は
物
語
内
に
お
け
る
人
と
人

と
の
関
係
性
に
基
づ
き
︑
す
べ
て
を
認
識
・
判
断
す
る
︒
物
語
内
に
す
べ
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
と
も
言
え
る
こ
の
姿
勢
は
︑
先
述
し
た

時
間
の
経
過
や
年
齢
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑
と
り
わ
け
物
語
中
盤
以
降
︑
登
場
人
物
が
赤
壁
の
戦
い

や
︑
呂
布
・
周
瑜
の
死
を
回
想
す
る
場
面
が
顕
著
に
増
加
す
る
︒
そ
れ
は
物
語
内
で
蓄
積
さ
れ
た
人
物
や
事
件
の
経
験
・
記
憶
が
︑
登
場
人
物
に

と
っ
て
の
判
断
・
行
動
の
基
準
と
し
て
稼
働
し
は
じ
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
人
物
が
春
秋
時
代
以
来
の
過
去
の
典

故
・
教
養
に
基
づ
い
て
判
断
を
く
だ
す
の
に
対
し
て
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
人
物
は
物
語
内
で
の
回
顧
と
既
視
感
の
多
用
︑
言
い
換
え
れ
ば
物
語

内
に
蓄
積
さ
れ
た
事
象
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
照
合
に
︑
判
断
・
行
動
の
必
然
性
や
合
理
性
の
保
証
を
求
め
る
︒ 

　

と
こ
ろ
で
︑
宮
城
谷
氏
は
司
馬
遼
太
郎
氏
の
創
作
技
法
に
つ
い
て
︑

司
馬
さ
ん
は
︑
常
に
﹁
個
﹂
を
書
く
の
で
は
な
く
︑﹁
個
﹂
と
﹁
個
で
な
い
も
の
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
個
﹂
と
﹁
組
織
﹂
を
対
比
し
て
み
せ
た
︒

こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
表
現
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
は
な
く
︑
存
在
そ
の
も
の
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
つ
け
方
を
発
明
し
た
と
も
い
え
ま

す
︒ 

︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
対
談
﹁
江
夏
豊
─
司
馬
遼
太
郎
真
剣
勝
負
﹂
二
六
二
頁
︶ 

と
指
摘
す
る
︒
こ
の
組
織
論
か
ら
の
照
射
と
も
言
え
る
歴
史
叙
述
は
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
︑﹁
梁
冀
の
哀
し
さ
は
︑
組
織
を
破
壊
す

る
者
で
は
な
く
腐
敗
さ
せ
る
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
点
︑
か
れ
は
死
ぬ
ま
で
組
織
の
外
に
で
ら
れ
ず
︑
組
織
の
毒
を
か
ぶ
る
こ
と
に
な

る
﹂︵
宮
城
谷
︵
二
︶﹁
虎
狼
﹂
七
一
頁
︶︑﹁
極
言
す
れ
ば
組
織
は
賞
罰
の
不
公
平
さ
か
ら
崩
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
罰
す
る
よ
り
賞
す
る
ほ
う

が
む
ず
か
し
い
︒
桓
帝
が
宦
官
を
過
度
に
厚
遇
し
た
こ
と
で
︑
国
権
が
宦
官
に
帰
し
︑
朝
廷
が
日
に
日
に
乱
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
﹂︵
宮
城
谷

︵
二
︶﹁
五
侯
﹂
一
六
二
頁
︶
と
い
っ
た
形
で
諸
処
に
顕
在
化
す
る
︒
ま
た
︑
劉
備
軍
団
に
お
け
る
関
羽
・
張
飛
の
存
在
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
に
趙

雲
や
徐
庶
が
違
和
感
を
覚
え
︵
宮
城
谷
︵
三
︶﹁
界
橋
﹂︑︵
六
︶﹁
田
疇
﹂︶︑
徐
庶
が
諸
葛
亮
と
の
関
係
か
ら
劉
備
の
も
と
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た

と
す
る
︵
宮
城
谷
︵
六
︶﹁
魯
粛
﹂︶
の
も
︑
組
織
論
的
観
点
か
ら
宮
城
谷
氏
が
導
き
出
し
た
合
理
的
解
釈
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
﹁
組
織
﹂
へ
の
眼
差
し
と
︑
当
時
の
人
の
視
点
の
再
現
と
い
う
視
座
と
が
相
俟
っ
て
︑﹁
個
﹂
の
偏
重
に
対
す
る
宮
城
谷
氏
の
視
線
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は
厳
し
い
︒
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
を
評
価
し
つ
つ
も
︑

吉
川
さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
は
︑
正
史
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
演
義
︵
通
俗
小
説
︶
を
も
と
に
し
て
い
て
︑
曹
操
︑
孫
権
︑
劉
備
と

い
っ
た
登
場
人
物
た
ち
の
個
性
の
中
に
︑
す
べ
て
の
出
来
事
を
起
因
さ
せ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
︒
こ
れ
は
時
代
小
説
で
は
あ
る

け
れ
ど
︑
歴
史
小
説
で
は
な
い
の
で
す
︒︵
略
︶
集
団
的
な
何
か
に
よ
っ
て
人
は
動
か
さ
れ
て
い
る
︒
人
間
と
い
う
よ
り
︑
も
っ
と
大
き
な

﹁
時
代
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
︑
歴
史
は
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒

 

︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄﹁
項
羽
と
劉
邦
︑
激
動
の
時
代
─
ふ
た
り
を
動
か
し
た
英
雄
た
ち
と
歴
史
的
必
然
﹂
四
五
二
～
四
五
三
頁
︶

か
く
述
べ
る
に
い
た
っ
て
︑
物
語
中
の
﹁
個
﹂
と
﹁
個
﹂
の
関
係
性
に
依
存
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
北
方
﹃
三
国
志
﹄
と
の
対
峙
は
明

確
に
な
る
︒
宮
城
谷
氏
か
ら
す
れ
ば
﹁
歴
史
小
説
﹂
と
し
て
は
誤
謬
と
さ
れ
る
手
法
が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
は
確
信
犯
的
に
正
当
な
手

法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

　

宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
当
時
の
人
が
見
た
後
漢
末
・
三
国
時
代
の
厳
格
な
再
現
を
志
向
す
る
︒
そ
の
た
め
の
技
法
と
し
て
︑
過
去
か
ら
の
思

想
や
組
織
の
脈
絡
を
た
ど
り
︑
そ
こ
に
物
語
中
の
﹁
現
在
﹂
の
信
憑
性
を
委
ね
て
い
る
︒
そ
れ
は
物
語
の
根
拠
を
物
語
の
外
へ
と
求
め
て
ゆ
く
姿

勢
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
︒
一
方
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
現
代
人
の
目
か
ら
見
る
物
語
を
躍
動
感
を
も
っ
て
描
く
こ
と
を
主
眼
と
す

る
︒
そ
の
た
め
に
︑
史
実
の
文
脈
を
背
負
わ
さ
れ
ぬ
個
人
が
物
語
内
で
織
り
な
す
関
連
性
に
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
手
法
を
と
る
︒
物

語
外
へ
の
典
拠
の
追
求
と
︑
物
語
内
で
の
完
結
性
の
構
築
と
い
う
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
位
相
が
︑
極
め
て
近
い
時
期
に
自
覚
的
に
示
さ
れ
た

こ
と
は（

（
（

︑﹁
三
国
志
﹂
の
長
編
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
画
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

七
、
北
方
『
三
国
志
』
の
馬
超
に
つ
い
て
～
ね
じ
れ
の
位
置
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

　

宮
城
谷
氏
が
﹁
歴
史
小
説
﹂
と
し
て
は
嫌
忌
す
る
﹁
個
﹂
の
描
写
へ
の
偏
重
が
︑
極
限
の
状
態
で
体
現
さ
れ
て
い
る
の
が
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の

馬
超
で
あ
る
︒
剣
の
名
手
で
あ
る
馬
超
は
︑
張
飛
を
し
て
﹁
絶
望
の
剣
︒
悲
し
み
の
剣
﹂︵
北
方
︵
九
︶﹁
た
と
え
襤
褸
で
あ
ろ
う
と
﹂
三
八
頁
︶︑

﹁
お
ま
え
の
剣
︑
呂
布
の
方
天
戟
と
や
り
合
わ
せ
て
み
た
か
っ
た
︒
両
方
と
も
︑
ど
こ
か
悲
し
い
な
︒
天
下
と
も
夢
と
も
関
係
な
く
︑
た
だ
強
い
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だ
け
だ
﹂︵
北
方
︵
十
︶﹁
去
り
行
け
ど
君
は
﹂
一
七
一
頁
︶ 

と
評
せ
し
め
た
︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
馬
超
は
︑
本
来
は
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
を
好

み
︑
そ
し
て
砂
漠
に
立
つ
一
本
の
木
と
孤
独
に
対
話
を
し
て
︑
斬
る
︑
と
い
う
場
面
が
た
び
た
び
描
写
さ
れ
る（

（
（

︒
そ
う
し
た
気
質
に
加
え
て
︑
一

族
皆
殺
し
と
い
う
惨
事
に
見
舞
わ
れ
︑
戦
乱
の
世
に
身
を
置
く
意
義
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
馬
超
は
︑﹁
暗
い
眼
﹂
を
し
て
遍
歴

し
︑
戦
乱
の
世
を
﹁
ど
う
で
も
い
い
﹂﹁
関
心
が
な
い
﹂
と
言
い
︑
つ
い
に
は
﹁
乱
世
に
背
を
向
け
る
﹂
こ
と
に
な
る（

（（
（

︒
馬
超
が
密
か
に
羌
族
の

山
中
に
隠
棲
す
る
際
に
︑
劉
備
は
︑﹁
二
人
き
り
で
語
り
合
っ
た
こ
と
も
︑
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
﹂︵
北
方
︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂
一
〇
八
頁
︶

と
独
り
ご
ち
て
述
懐
す
る
︒
そ
れ
は
政
治
的
・
思
想
的
な
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
馬
超
と
は
意
見
を
交
わ
す
共
通
の
土

台
す
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
謂
い
で
あ
る
︒
戦
乱
期
に
問
わ
れ
る
べ
き
多
く
の
二
項
対
立
的
命
題
︑
例
え
ば
尊
皇
思
想
と
易
姓
革
命
︑
野
心
と
忠

義
︑
才
能
と
仁
徳
へ
の
賛
否
に
つ
い
て
︑
馬
超
が
誰
か
と
競
合
し
論
争
す
る
こ
と
は
な
い
︒
張
飛
・
簡
雍
・
袁
綝
と
い
っ
た
ご
く
一
部
の
人
物
を

除
け
ば
︑
馬
超
は
と
も
に
語
り
合
う
内
面
性
の
土
台
を
有
さ
ず
︑
大
多
数
の
登
場
人
物
と
は
ね
じ
れ
の
位
置
に
あ
る
︒
馬
超
は
多
く
の
登
場
人
物

た
ち
と
同
じ
時
間
と
空
間
に
あ
り
な
が
ら
︑
と
き
に
不
協
和
音
す
ら
奏
で
る
こ
と
な
く
互
い
に
す
れ
違
っ
て
ゆ
く
︒

　

北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
馬
超
に
ね
じ
れ
の
位
置
を
も
た
ら
す
最
大
の
要
因
は
︑
組
織
・
集
団
に
よ
る
戦
乱
の
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
あ
ま
り
に
も

﹁
個
﹂
で
あ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
︑
と
い
う
馬
超
の
精
神
性
に
あ
る
︒
そ
の
構
図
は
︑
周
到
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
虚
構
︑
す
な
わ
ち
馬
騰
・
牛

志
・
張
衛
・
袁
綝
と
い
っ
た
周
辺
人
物
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
物
語
中
に
堅
牢
に
構
築
さ
れ
る
︒
一
人
目
︑
父
・
馬
騰
を
馬
超
は
敬
愛
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
幼
少
か
ら
﹁
馬
騰
の
息
子
﹂
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
周
囲
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
︑
馬
超
の
﹁
個
﹂
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
揺
る
が
し
︑
社
会
や
組
織
へ
の
疑
念
を
深
め
て
﹁
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
﹂
へ
の
嗜
好
を
育
む
温
床
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
尊
皇
思
想

に
傾
倒
し
て
老
い
て
ゆ
く
馬
騰
の
晩
年
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
が
︑
権
威
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
依
存
に
対
す
る
馬
超
の
違
和
感
を
先

鋭
化
さ
せ
る
︒
二
人
目
︑
董
卓
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
る
牛
志
に
︑
馬
超
は
︑﹁
俺
と
︑
馬
騰
も
違
う
︒
お
ま
え
と
︑
董
卓
も
違
う
︒
俺
は

俺
で
︑
お
ま
え
は
お
ま
え
だ
﹂︵
北
方
︵
八
︶﹁
曇
天
の
虹
﹂
二
六
七
頁
︶
と
喝
破
す
る
︒
三
人
目
は
︑
前
述
し
た
張
衛
で
あ
る
︒
五
斗
米
道
と
い

う
組
織
の
魔
力
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
に
薄
汚
く
零
落
し
て
ゆ
く
張
衛
と
︑
組
織
や
争
乱
の
世
か
ら
乖
離
し
て
澄
ん
で
ゆ
く
馬
超
︑
と
い
う
ネ
ガ
と
ポ

ジ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
︑﹁
夢
﹂﹁
志
﹂
と
い
う
主
題
と
併
走
す
る
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
も
う
一
つ
の
軸
で
あ
り
︑
物
語
を
支
え
る
重
要
な
支
柱
で
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あ
る
︒
四
人
目
の
袁
綝
は
︑
皇
帝
を
僭
称
し
て
滅
ん
だ
袁
術
の
娘
で
あ
り
︑
伝
国
の
玉
璽
を
密
か
に
受
け
継
い
で
い
た
︒
そ
う
し
た
出
自
を
意
に

介
す
る
ア
ン
テ
ナ
を
有
さ
な
い
馬
超
は
︑
伝
国
の
玉
璽
を
真
っ
二
つ
に
斬
っ
て
捨
て
︑
互
い
に
共
感
を
持
ち
う
る
相
手
と
し
て
袁
綝
を
妻
と
す
る

︵
北
方
︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂︶︒
こ
の
四
名
は
︑
い
ず
れ
も
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
組
織
︑
も
し
く
は
血
縁
と
の
濃
厚
な
関
係
性
に
ま
み
れ

て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
生
を
歩
む
点
が
共
通
す
る
︒
彼
ら
は
︑
ど
こ
ま
で
も
﹁
個
﹂
を
志
向
す
る
馬
超
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
浮
き
彫
り
に
す

る
た
め
の
装
置
で
あ
る
︒
そ
し
て
最
後
に
は
︑
馬
超
は
息
子
の
馬
駿
白
に
︑﹁
馬
超
の
息
子
﹂
と
し
て
何
か
を
背
負
わ
さ
れ
る
の
は
か
わ
い
そ
う

だ
︑
と
し
て
息
子
自
身
の
生
き
方
を
選
べ
る
よ
う
心
を
配
る
︵
北
方
︵
十
三
︶﹁
遠
き
五
丈
原
﹂︶︒
牛
志
へ
の
﹁
俺
と
︑
馬
騰
も
違
う
﹂
と
い
う

言
葉
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
︑
息
子
と
の
関
係
に
お
い
て
も
お
互
い
が
﹁
個
﹂
で
あ
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
︑
家
族
と
の
平
安
の
場
が
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
さ
さ
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
︑
乱
世
と
は
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
羌
族
の
村
落
で
し
か
実
現
さ

れ
な
い
︑
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
逃
避
に
よ
る
救
済
の
幻
影
で
も
あ
る
︒
こ
こ
を
も
っ
て
︑
馬
超
の
﹁
個
﹂
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
模
索
す
る
旅

は
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
的
に
息
子
に
委
ね
ら
れ
て
収
束
し
︑
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
物
語
の
終
幕
と
も
な
る
︒

　

物
語
の
最
末
尾
︑﹁
五
丈
原
は
こ
こ
か
ら
遠
い
︑
と
馬
超
は
な
ん
と
な
く
考
え
て
い
た
﹂︵
北
方
︵
十
三
︶﹁
遠
き
五
丈
原
﹂
三
一
七
頁
︶
と
い

う
一
節
は
︑
長
大
な
物
語
に
渦
巻
く
熱
い
感
情（

（（
（

か
ら
あ
ま
り
に
遠
い
︒
あ
ら
ゆ
る
人
物
や
出
来
事
と
本
質
的
に
交
わ
る
こ
と
が
な
い
馬
超
は
乱
世

の
傍
観
者
と
な
り
︑
悲
壮
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
五
丈
原
の
戦
い
の
輪
郭
す
ら
模
糊
と
さ
せ
る
︒
馬
超
の
感
覚
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る
﹁
な
ん
と
な
く
﹂
と
い
う
表
現
︵
北
方
︵
六
︶﹁
辺
境
の
勇
者
﹂︑︵
十
三
︶﹁
敗
北
は
な
く
勝
者
も
見
え
ず
﹂︶
は
︑
曖
昧
だ
が
自
分
自
身
だ

け
の
も
の
で
あ
る
感
覚
へ
の
忠
実
さ
で
あ
り
︑
厳
格
な
評
価
・
判
断
を
求
め
る
社
会
・
組
織
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
︒

北
方
氏
は
︑
様
々
な
﹁
夢
﹂
を
持
つ
人
を
描
き
︑
彼
ら
が
戦
う
理
由
が
単
一
で
は
な
い
よ
う
に
描
く
が
︵
北
方
﹃
英
傑
﹄
一
七
五
頁
︶︑﹁
夢
﹂
を

見
る
こ
と
す
ら
な
い
人
物
を
設
定
し
︑
そ
こ
に
名
だ
た
る
猛
将
・
錦
馬
超
を
配
し
た
意
外
性
は
秀
逸
だ
︒
馬
超
に
特
殊
な
視
座
を
与
え
る
こ
と

は
︑
執
筆
当
初
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
た（

（（
（

︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑﹁
馬
超
と
ぶ
つ
か
っ
た
者
が
︑
触
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑

次
々
と
馬
か
ら
落
ち
て
い
く
︒
曹
操
は
息
を
吞
ん
だ
︒
呂
布
以
来
だ
︑
と
唸
る
よ
う
な
気
分
で
思
っ
た
﹂︵
北
方
︵
八
︶﹁
乱
世
再
び
﹂
一
九
三

頁
︶
と
い
う
一
節
は
︑
呂
布
と
の
既
視
感
を
活
用
し
た
物
語
内
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
付
与
に
よ
る
勇
猛
さ
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
乱
世
か
ら
ド
ロ
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ッ
プ
ア
ウ
ト
し
て
ゆ
く
馬
超
の
鋭
利
で
危
機
的
な
精
神
性
を
予
感
さ
せ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
際
立
っ
て
い
る
︒
組
織
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
鎧

を
脱
ぎ
捨
て
︑﹁
切
っ
て
血
の
出
る（

（（
（

﹂
生
身
の
﹁
個
﹂
と
し
て
登
場
し
た
馬
超
は
︑
古
典
世
界
の
物
語
に
攪
乱
さ
れ
︑
ま
た
古
典
世
界
を
現
代
的

感
覚
に
よ
っ
て
攪
乱
す
る
︒
社
会
や
組
織
に
対
し
て
︑
常
に
﹁
個
﹂
と
し
て
向
き
合
う
と
い
う
生
き
方
し
か
で
き
ず
︑
実
存
の
疎
外
感
の
痛
み
を

突
き
詰
め
す
ぎ
た
結
果
︑
馬
超
は
他
の
﹁
個
﹂
と
の
関
連
性
を
構
築
で
き
な
く
な
り
︑﹁
凄
惨
な
﹂
笑
い
顔
を
見
せ
て
︵
北
方
︵
九
︶﹁
新
た
な
る

荒
野
﹂︶
乱
世
の
物
語
の
外
郭
へ
と
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
︒

　

い
か
な
る
困
難
を
前
に
し
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
﹁
夢
﹂
と
﹁
志
﹂
を
能
動
的
に
追
い
続
け
た
劉
備
と
諸
葛
亮
の
美
し
さ
と
滅
び
の
外
郭
に
︑

変
わ
り
つ
づ
け
て
傍
観
者
と
な
る
馬
超
の
哀
し
さ
と
救
済
を
配
す
る
構
図
は
︑
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
吉
川
英
治

﹃
新
・
平
家
物
語
﹄
の
麻
鳥
と
蓬
子
の
夫
婦
の
よ
う
に
︑
長
編
小
説
に
は
権
力
者
の
栄
枯
盛
衰
を
周
辺
か
ら
見
つ
め
る
眼
差
し
が
間
々
設
定
さ
れ

る
︒
し
か
し
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
馬
超
は
︑﹁
個
﹂
で
あ
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
他
の
﹁
個
﹂
と
の
関
連
性
を
拒
み
︑
そ
の
結
果
︑﹁
個
﹂
の
相
関

に
よ
っ
て
物
語
内
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
構
築
す
る
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
核
心
を
も
破
壊
し
う
る
立
ち
位
置
に
い
た
っ
て
い
る
点
が
特
異
で
あ
る
︒

他
人
と
価
値
観
を
同
期
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
を
持
た
な
い
馬
超
は
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
自
身
の
﹁
夢
﹂﹁
志
﹂
と
い
う
主
題
と
︑
物
語
内
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
仕
組
み
ま
で
も
相
対
化
す
る
メ
タ
な
視
点
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
し
︑
従
来
の
﹁
三
国
志
﹂
の
物
語
構
造
と
は
異
な
る
眺

望
を
提
示
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

八
、
結
語

　

北
方
・
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
と
も
に
正
史
準
拠
を
標
榜
し
つ
つ
︑
軍
事
と
政
治
の
両
極
の
物
語
と
し
て
︑
従
来
の
﹁
三
国
志
﹂
の
古
典
文
芸

的
な
側
面
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
︒
年
齢
・
歳
月
に
よ
る
成
長
・
変
化
と
い
う
視
点
は
両
作
品
に
共
通
す
る
が
︑
数
値
の
明
示
や
女
性
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
正
史
に
基
づ
く
姿
勢
を
明
確
に
し
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
大
胆
な
架
空

を
交
え
て
登
場
人
物
た
ち
に
躍
動
感
や
日
常
性
を
付
与
す
る
︑
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
相
違
が
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
物
語
内
に
お
け
る
人
物
の
判

断
・
行
動
の
基
準
︑
す
な
わ
ち
登
場
人
物
自
身
に
と
っ
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
何
に
求
め
さ
せ
る
か
と
い
う
技
法
に
は
︑
よ
り
判
然
た
る
相
違
が
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存
在
す
る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
春
秋
時
代
以
来
の
政
治
的
・
思
想
的
な
脈
絡
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
︑
後
漢
末
・
三
国
時
代
の
人
の
視
界

の
再
現
を
志
向
す
る
︒
一
方
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
登
場
人
物
を
史
実
の
脈
絡
で
拘
束
せ
ず
︑
物
語
内
で
の
関
係
性
の
み
を
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の

来
源
と
し
て
︑
現
代
人
の
視
線
に
よ
る
物
語
を
奔
放
に
描
く
こ
と
を
主
眼
と
す
る
︒
北
方
・
宮
城
谷
両
氏
の
﹁
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
︑
か
た
や
物
語
内
で
の
完
結
性
の
構
築
に
よ
る
現
代
的
感
覚
の
物
語
の
創
出
で
あ
り
︑
か
た
や
物
語
外
へ
の
典
拠
の
追
求
に
よ
る
古
典
的

世
界
観
の
再
現
で
あ
る
︑
と
い
う
相
反
的
な
位
相
に
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
構
図
の
う
え
に
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
馬
超
像
は
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
る
︒
馬
超
は
﹁
個
﹂
で
あ
る
こ
と
を
推
し
進
め
る
あ

ま
り
︑
他
の
﹁
個
﹂
と
の
関
連
性
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
戦
乱
の
世
と
い
う
物
語
の
枠
組
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
特
殊
な
立
ち
位
置

に
あ
る
︒
そ
れ
は
登
場
人
物
の
﹁
個
﹂
と
﹁
個
﹂
の
関
連
性
に
よ
っ
て
物
語
内
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
︑
と
い
う
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
構

造
自
体
を
相
対
化
し
︑
ひ
い
て
は
乱
世
を
描
い
て
き
た
従
来
の
数
多
の
﹁
三
国
志
﹂
の
物
語
の
総
体
を
も
相
対
化
す
る
メ
タ
な
視
点
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
提
示
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
古
典
文
芸
に
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
現
代
的
な
﹁
三
国
志
﹂
の
世
界
に
踏
み

込
ん
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

　

本
稿
は
考
察
対
象
を
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
構
築
の
思
想
と
技
法
に
絞
っ
た
た
め
︑
他
の
多
く
の
論
点
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
北
方
・
宮
城
谷
﹃
三
国

志
﹄
の
人
物
や
歴
史
的
事
績
に
対
す
る
評
価
の
視
点
の
相
違
︑﹁
尊
皇
思
想
﹂﹁
夢
﹂﹁
志
﹂
と
い
う
主
題
︑
曹
操
・
劉
備
・
諸
葛
亮
の
人
物
形
象

や
新
た
な
呂
布
像
の
提
示
︑
宗
教
へ
の
眼
差
し
等
︑
比
較
し
て
論
じ
る
べ
き
事
柄
は
多
い
︒
ま
た
︑
両
氏
の
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
と
作
品
執

筆
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
︑
吉
川
英
治
か
ら
陳
舜
臣
を
経
た
﹁
三
国
志
﹂
の
長
編
小
説
の
系
譜
上
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒
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注（
（
） 
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
陳
卓
然
﹁
日
本
近
代
に
お
け
る
﹃
三
国
志
演
義
﹄
の
改
作
と
研
究
に
つ
い
て
﹂︵
博
士
論
文
︵
長
崎
大
学
︶︑
二
〇
一
八
年
三
月

二
十
日
︶
に
よ
れ
ば
原
稿
用
紙
六
千
五
百
枚
︑﹃
僕
ら
の
三
国
志
大
全　

ゲ
ー
ム
・
小
説
・
マ
ン
ガ
・
映
像 

完
全
ガ
イ
ド
﹄︵
綜
合
図
書
︑
二
〇
一
三
年

一
月
︑
七
〇
頁
︶
に
よ
れ
ば
原
稿
用
紙
七
千
三
百
枚
以
上
と
す
る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
︵
第
十
二
巻
︶﹄︵
文
春
文
庫
︑

二
〇
一
五
年
︶
の
湯
川
豊
﹁
解
説
﹂︵
四
四
九
頁
︶
に
よ
れ
ば
︑
五
千
八
百
枚
で
あ
る
︒
な
お
︑
本
稿
の
引
用
は
︑
宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
︵
全
十
二

巻
︶﹄
は
文
春
文
庫
︵
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
五
年
︶
に
︑
北
方
謙
三
﹃
三
国
志
︵
全
十
三
巻
︶﹄
は
ハ
ル
キ
文
庫
︵
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
二
年
︶
に
拠
り
︑

筆
者
名
と
︵　

︶
内
に
巻
数
を
示
す
︒
ま
た
︑
北
方
謙
三
監
修
﹃
三
国
志
読
本　

北
方
三
国
志
別
巻
﹄︵
ハ
ル
キ
文
庫
︑
二
〇
〇
二
年
︶
は
北
方
﹃
読

本
﹄︑
北
方
謙
三
﹃
三
国
志
の
英
傑
た
ち
﹄︵
ハ
ル
キ
文
庫
︑
二
〇
〇
六
年
︶
は
北
方
﹃
英
傑
﹄︑
宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
読
本
﹄︵
文
藝
春
秋
︑
二
〇
一

四
年
︒
本
稿
で
の
引
用
は
︑
文
春
文
庫
︑
二
〇
一
七
年
に
拠
る
︶
は
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
と
略
称
す
る
︒

（
（
） 

宮
城
谷
氏
は
︑﹁
始
め
た
当
初
は
︑﹃
三
国
志
﹄
を
書
く
部
屋
に
入
る
の
が
辛
く
て
︑
し
か
も
進
ま
な
い
﹂︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
一
九
～
二
〇
頁
︶︑﹁
一

巻
目
か
ら
三
巻
目
く
ら
い
ま
で
は
︑
書
い
て
い
て
辛
く
て
︑
辛
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
﹂︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
八
二
頁
︶
と
述
べ
る
︒

（
（
） 

北
方
﹃
読
本
﹄
一
五
頁
︑
お
よ
び
宮
城
谷
︵
一
︶﹁
後
漢
と
い
う
時
代
﹂
三
七
六
頁
︑
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
七
八
頁
︑
参
照
︒

（
（
） 

袴
田
郁
一
氏
は
︑
赤
壁
の
戦
い
に
お
け
る
東
南
風
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
予
知
可
能
な
自
然
現
象
と
し
て
解
釈
し
︑
宮
城

谷
﹃
三
国
志
﹄
は
史
実
で
は
な
い
と
し
て
削
除
し
て
い
る
旨
︑
指
摘
す
る
︒︵﹁
大
衆
と
伍
す
英
雄
─
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
に
お
け
る
諸
葛
亮
像
の

形
象
﹂﹁
注
二
﹂︑
三
国
志
学
会
﹃
三
国
志
研
究
﹄
第
十
三
号
︑
二
〇
一
八
年
九
月
︶

（
（
） 

小
説
で
は
な
い
が
︑
曹
騰
︑
梁
冀
︑
党
錮
の
禁
か
ら
晋
の
天
下
統
一
︑
竹
林
の
七
賢
ま
で
を
対
象
と
す
る
も
の
に
︑
松
枝
茂
夫
・
立
間
祥
介
監
修
﹃
三

国
志
︵
Ⅰ
～
Ⅴ
・
別
巻
︶﹄︵
徳
間
書
店
︑
一
九
七
九
年
︶
が
あ
る
︒

（
（
） 

北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
曹
操
・
孫
策
・
周
瑜
・
曹
丕
・
司
馬
懿
等
が
愛
欲
に
耽
溺
す
る
嗜
好
も
︑
彼
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
性
癖
を
印
象
付
け
る
た
め

に
し
ば
し
ば
描
写
す
る
︒

（
（
） 

例
え
ば
︑
宮
城
谷
︵
九
︶﹁
遼
東
﹂
は
︑
陳
羣
が
曹
叡
を
諫
め
る
上
奏
文
を
三
篇
立
て
続
け
に
記
載
す
る
︒

（
（
） 

北
方
氏
は
︑﹁
や
は
り
日
本
人
の
小
説
読
み
は
︑
過
去
に
あ
っ
た
も
の
を
現
代
小
説
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
て
︑
現
代
小
説
は
そ
れ
を
ど
れ
ほ

ど
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
書
い
た
の
か
︑
と
い
う
発
想
で
読
む
べ
き
だ
ろ
う
︑
と
僕
は
思
い
ま
す
﹂︵
北
方
﹃
読
本
﹄
二
〇
頁
︶
と
述
べ
る
︒
一
方
︑

宮
城
谷
氏
は
﹁
で
き
る
か
ぎ
り
リ
ア
リ
ズ
ム
で
︑︵
略
︶
そ
の
当
時
生
き
て
い
た
人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
を
正
確
に
書
き
た
か
っ
た
の
で
す
ね
﹂

︵
宮
城
谷
﹃
読
本
﹄
二
二
四
頁
︶
と
述
べ
て
お
り
︑
両
氏
が
対
照
的
な
視
座
で
﹁
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂
を
定
義
し
て
﹃
三
国
志
﹄
の
創
作
に
あ
た
っ
た
こ
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と
が
わ
か
る
︒

（
（
） 
北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
︑
馬
超
が
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
を
好
む
こ
と
は
︑︵
八
︶﹁
乱
世
再
び
﹂︑﹁
曇
天
の
虹
﹂︑︵
九
︶﹁
た
と
え
襤
褸
で
あ
ろ
う

と
﹂︑︵
十
︶﹁
去
り
行
け
ど
君
は
﹂︑︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂
等
で
言
及
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
木
と
向
か
い
合
う
こ
と
は
︑︵
六
︶﹁
辺
境
の
勇
者
﹂︑︵
八
︶

﹁
乱
世
再
び
﹂︑︵
九
︶﹁
た
と
え
襤
褸
で
あ
ろ
う
と
﹂︑︵
十
︶﹁
遠
い
明
日
﹂︑︵
十
三
︶﹁
山
に
抱
か
れ
し
者
﹂
等
に
描
か
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
北
方
﹃
三

国
志
﹄
で
は
劉
備
・
関
羽
・
曹
操
・
周
瑜
・
張
衛
・
諸
葛
亮
・
司
馬
懿
等
︑
主
要
人
物
の
多
く
に
﹁
ひ
と
り
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
︑
人
物
形

象
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
︒

（
（0
） 

北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
︑
馬
超
が
暗
い
眼
を
し
て
い
る
こ
と
は
︑︵
九
︶﹁
た
と
え
襤
褸
で
あ
ろ
う
と
﹂︑︵
九
︶﹁
荊
州
の
空
﹂
等
に
見
え
る
︒
ま

た
︑
時
勢
へ
の
無
関
心
は
︑︵
十
︶﹁
去
り
行
け
ど
君
は
﹂︑︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂
等
に
見
え
︑
乱
世
に
背
を
向
け
る
こ
と
は 

︵
九
︶﹁
新
た
な
る
荒

野
﹂︑︵
十
︶﹁
去
り
行
け
ど
君
は
﹂︑︵
十
一
︶﹁
戦
塵
の
彼
方
﹂
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

飯
田
亮
氏
は
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
﹁
英
雄
﹂
た
ち
の
感
情
が
豊
か
で
あ
る
点
が
﹁
人
間
と
し
て
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
﹂
と
評
す
る
︒︵
北
方
︵
十

三
︶﹁
現
在
に
蘇
る
﹁
気
迫
﹂
と
﹁
志
﹂
の
男
た
ち
﹂︑
三
一
八
頁
︶

（
（（
） 

北
方
氏
は
馬
超
に
つ
い
て
︑﹁
僕
は
︑
最
後
ま
で
生
き
残
ら
せ
て
︑
三
国
時
代
が
何
だ
っ
た
か
と
い
う
も
の
を
馬
超
に
し
っ
か
り
見
極
め
さ
せ
よ
う
と

い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
馬
超
は
最
初
か
ら
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
︑
僕
の
中
で
設
定
し
て
あ
り
ま
し
た
﹂︵
北
方
﹃
読
本
﹄
一
四
頁
︶︑

﹁
精
神
主
義
者
で
︑
権
威
に
が
っ
つ
か
な
い
﹂︵
北
方
﹃
読
本
﹄
五
七
頁
︶
と
述
べ
る
︒

（
（（
） 

石
井
冨
士
弥
氏
は
︑
北
方
氏
が
﹃
武
王
の
門
﹄
に
よ
っ
て
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
小
説
か
ら
﹁
歴
史
小
説
﹂
へ
と
創
作
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
移
し
た
際
︑﹁
読

者
を
し
て
自
ら
行
動
し
て
い
る
よ
う
な
臨
場
感
に
立
ち
会
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
切
っ
て
血
の
出
る
よ
う
な
今
日
性
も
説
得
力
も
う
ま
れ
よ

う
﹂︵﹁
北
方
謙
三
﹃
武
王
の
門
﹄﹁
解
説
﹂
新
潮
文
庫
︑
一
九
九
三
年
︑
四
四
九
頁
︶
と
評
し
た
︒
な
お
︑
石
井
氏
は
﹃
武
王
の
門
﹄
を
﹁
歴
史
小
説
﹂

と
み
な
し
て
お
り
︑
宮
城
谷
氏
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
の
定
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
慶
應
義
塾
の
平
成
三
十
年
度
大
学
特
別
研
究
期
間
制
度
適
用
者
に
対
す
る
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒


