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音
著

史
林
第
二
十
二
審
夢

一
班

｢
三
国
志
｣
魂
志
倭
人
侍
の
記
載
は
周
知
の
如
-
其
内
容
が
我

園
に
閲
し
た
苗
-
面
も
精
々
詳
純
な
も
の
で
あ
る
鮎
か
ら
､
松

下
見
林
の

｢
異
種
日
本
偉
｣
以
後
本
邦
史
界
に
注
意
さ
れ
､
こ

れ
に
駒
す
る
論
者
は
頗
る
多
い
｡
其
間
鐘
の
動
向
軒
就
い
て
は

.｢=L

骨
っ
て
末
絵
筆

が

｢育
丘
憲

｣
賢

紹
介
さ
れ
･
其
後
橋

本
教
授
の
如
き
は
二
十
年
に
亘
る
氏
の
研
究
を
収
め
て
尤
大
な

書
希
を
刊
行
し
て
居
る
｡
さ
れ
ば
倭
人
樽
の
研
究
は
規
春
希
ん

ど
論
究
し
っ
-
さ
れ
た
感
が
あ
-
'
閉
経
と
し
て
宛
っ
た
も
の

は
結
局
解
樺
立
場
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
か
に
考
へ
ら
れ
た
｡
然

る
に
今
度
相
葉
博
士
は

｢
魂
志
倭
人
俸
管
見
｣
な
る
題
目
の
も

と
に
新
見
解
を
拳
表
さ
れ
た
｡
其
主
張
す
る
所
は
碓
乗
の
研
究

は
要
す
る
に
閥
史
照
合
の
事
の
み
に
重
鮎
を
置
い
て
居
る
が
'

寧
ろ
此
等
は
二
事
的
な
間
接
で

｢
魂
人
の
眼
に
映
じ
た
と
こ
ろ

の
日
本
の
姿
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
､
大
陸
の
人
々
は

縫
じ
て
如
何
な
る
態
度
を
以
っ
て
'
常
時
の
日
本
を
眺
め
た
も

の
で
あ
る
か
｣
を
開
明
す
る
に
春
-
と
さ
れ
る
｡
博
士
の
説
-

所
に
依
れ
ば
､
魂
は
遼
東
の
公
孫
氏
を
討
伐
L
t
楽
浪

･
帯
方

二
郡
を
牧
復
し
･
宴
に
高
句
麗
を
討
伐
し
て
東
方
経
略
を
行
っ

た
｡
是
よ
り
尭
公
孫
氏
と
南
方
の
英
と
は
通
交
L
t
更
に
こ
れ

を
契
機
と
し
て
呉
は
高
勾
霊
と
も
通
す
る
に
至
っ
た
｡
而
も
通

呉
の
形
勢
は
東
夷
諸
国
に
共
通
す
る
所
で
､
東
方
進
出
を
策
す

る
魂
に
と
つ
て
は
頗
る
障
害
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
.,
さ

れ
ば
魂
は
高
句
麗
討
伐
に
際
し
て
､
倭
と
結
ん
で
遠
交
近
攻
策

を
と
る
こ
と
と
な
少
'
先
づ
帯
方
郡
太
守
を
し
て
現
俸
の
外
交
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き線

土

作
を
行
は
し
め
た
｡
即
ち
景
初
三
年
六
月
'
倭
の
女
王
が
帝

[･iq
郡
に
大
夫
難
升
米
を
遣
は
し
た
の
は
此
事
情
に
基
-
｡
常
時

倭
国
は
使
評
の
通
ず
る
所
三
十
図
に
及
び
'
耶
馬
童
に
郡
し
た

女
王
図
に
封
し
て
は
狗
奴
閲
が
あ
っ
て
胡
攻
撃
し
た
が
'
そ
れ

に
も
拘
は
ら
す
倭
人
の
静
展
は
朝
鮮
牛
島
に
及
び
'
其
南
部
は

彼
の
領
有
す
る
伊
で
あ
っ
た
｡
さ
れ
ば
魂
は
海
表
に
勢
力
を
振

っ
た
倭
と
結
び
東
方
に
於
け
る
海
陸
制
覇
を
策
し
た
の
に
外
な

-ら
ぬ
｡
要
す
る
に
魂
志
東
夷
侍
の
記
述
は
か
1
る
政
治
上
の
情

丁勢
の
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
鮎
を
看
取
す
べ
き
で
あ
る
｡
従

･づ
て
東
夷
俸
中
の
倭
人
の
記
事
も
夫
僚
･高筑
勾
麗
･韓
等
と
の
1

廟
系
の
下
に
理
解
す
べ
き
で
'
そ
れ
の
み
を
切
離
し
て
別
個
に

取
扱
ふ
可
き
で
は
な
い
｡
以
上
は
所
論
の
概
要
で
あ
る
が
､
衛

丁
襲
委
叔
国
王
印
｣
の
諌
方
に
就
い
て
も
委
奴

〔ya･d
n
oj
が
ヤ

マ
ト
の
省
略
と
さ
れ
､
叉
亡
人
説
話
の
系
統
に
関
し
て
も
其
造

詣
の
一
端
を
披
渡
さ
れ
て
居
る
.

唐
て
読
後
の
感
想
を

一
言
す
る
な
ら
ば
､
我
国
史
と
の
関
係
に

於
て
倭
人
俸
の
み
を
切
離
し
て
論
究
し
た
従
来
の
立
場
を
止
揚

し
て
'
支
那
史
書
構
成
の
立
場
に
還
り
､
こ
れ
か
ら
東
亜
諸
国

の
聯
系
に
於
で
記
事
を
理
解
せ
ん
と
し
た
意
園
は
碇
か
に
傾
聴

把
値
払
す
る
と
思
ふ
｡
然
し
か
1
る
解
樺
の
仕
方
其
物
は
瑛
土

と
四
隣
諸
因
と
の
関
係
を
論
す
る
際
背
通
試
み
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
さ
れ
ば
国
史
研
究
の
立

場
か
ら
は
兎
に
角
､
束
洋
史
研
究
の
側
か
ら
す
る
と
柳
か
物
足

ら
な
い
感
を
輿
へ
し
む
る
こ
と
は
蔽
ひ
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
｡

そ
れ
と
共
に
倭
人
俸
問
鞄
も
既
に
あ
ら
ゆ
る
視
野
か
ら

研
究
さ
れ
､
其
篤
百
尺
竿
頭

一
歩
を
出
づ
る
こ
と
の
如
何
に
飼

難
な
る
か
が
察
せ
ら
れ
る
｡
衛
慾
を
云
へ
ば
従
来
の
研
究
の
結

果
を
顧
み
て
こ
れ
を
整
理
し
､
其
止
揚
す
可
き
所
以
に
就
S
て

更
に
若
干
の
紙
数
を
費
さ
れ
度
か
つ
た
｡
妄
評
多
謝
｡

(小
野
勝
年
)
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