
&
わ
ゆ
丈
布
。
ル

第
十
八
巻
第
一
蹴
昭
和
三
十
四
年
七
月
護
行

女
献
目
録
を
通
し
て
見
た
六
朝
の
歴
史
意
識

重

津

俊

郎

漢
書
喜
一文
志
は
六
藍
・
諸
子
・
詩
賦
な
ど
六
種
の
略
に
分
け
て
文
献
を
整
理
し
た
が
、
濁
り
史
略
を
歓
き
、
後
世
の
概
念
に
お
い
て
歴
史
の
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部
に
麗
す
と
考
う
べ
き
園
語
や
史
記
の
類
を
、
す
べ
て
六
事
略
春
秋
の
部
に
収
録
し
て
い
る
。
書
物
の
分
類
は
即
ち
皐
聞
の
分
類
で
あ
っ
た
以

上
、
こ
の
事
責
は
鰹
史
の
概
念
が
後
世
の
如
く
明
確
に
分
離
す
る
に
至
ら
な
い
朕
態
を
反
映
し
た
も
の
に
相
異
な
い
が
、
そ
こ
に
は
歴
史
は
皐

に
過
去
の
事
賓
を
記
録
に
留
め
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
未
来
に
謝
し
て
何
等
か
の
意
味
を
有
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
箇
の

要
請
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
。
人
間
生
活
に
閥
す
る
最
高
の
規
範
を
論
じ
た
も
の
は
本
来
経
と
稿
せ
ら
れ
る

、一
群
の
書
で
あ
る
が
、
歴
史
記
録

は
過
去
の
事
賓
の
集
積
の
中
に
お
い
て
自
ら
此
と
同
じ
機
能
を
営
む
と
見
る
思
想
が
、
史
を
経
か
ら
濁
立
さ
せ
な
い
結
果
と
震
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
に
劃
す
る
斯
る
考
え
方
は
決
し
て
班
固
や
劉
散
に
創
る
の
で
は
な
く
、
司
馬
遷
が
史
記
を
作
る
に
や
閏
っ
て
、
既
に
此
の
立
場
を
取
っ
た
こ

と
は
、
太
史
公
自
序
を
改
め
て
翠
げ
る
ま
で
も
な
く
疑
う
べ
く
も
な
い
事
貰
で
あ
る
。
司
馬
遷
以
後
、
こ
の
歴
史
理
念
は
最
も
根
本
的
意
味
に

お
い
て
長
く
史
皐
を
指
導
し
た
が
、
し
か
し
目
録
拳
上
漢
志
の
分
類
方
式
が
出
変
更
さ
れ
て
、
史
部
の
濁
立
が
痛
さ
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
も
容
易
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に
判
断
さ
れ
る
如
く
、
歴
史
に
劃
す
る
思
想
は
必
ず
し
も
常
に
固
定
し
て
い
た
と
は
言
い
得
な
い
。
六
朝
人
の
撰
著
に
係
る
三
園
志
及
び
後
漢
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書
が
、
等
し
く
正
史
で
あ
り
な
が
ら
先
行
二
史
と
頗
る
同
じ
く
な
い
も
の
が
有
る
の
は
、
規
正
日
南
北
朝
に
於
け
る
歴
史
思
想
の
特
異
性
を
或
る

意
味
で
現
わ
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
皐
聞
の
他
の
分
野
に
於
い
て
然
る
が
如
く
、
史
皐
に
開
し
て
も
此
の
時
期
に
は
多
く
の
注
目
す
べ
き

展
開
が
借
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

× 

× 

× 

× 

惰
書
経
籍
志
は
漢
書
事
文
志
と
異
り
、
経
・
史
・
子
・
集
の
四
分
類
方
式
を
確
立
し
た
最
初
の
文
献
目
録
で
あ
る
が
、
試
み
に
其
の
史
部
を

見
る
と
、正

史
。
古
史
。
雑
史
。
覇
史
。
起
居
注
。
奮
事
篇
。
職
官
篇
。
儀
注
篇
。
刑
法
篇
。
雑
俸
。
地
理
之
記
。
譜
系
篇
。
簿
録
篇
。

の
十
三
種
に
細
分
さ
れ
る
。
こ
こ
に
著
録
さ
れ
る
文
献
は
凡
そ
八
百
十
七
部
、
亡
書
を
通
計
す
る
と
八
百
七
十
四
部
の
多
き
に
達
し
、
漢
志
の

僅
か
十
一
部
に
比
し
て
懸
絶
し
た
数
字
を
示
す
。
こ
れ
程
の
歴
史
記
録
が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
と
し
て
記
述
す
べ
き
事
項
が
時
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代
と
共
に
量
的
に
増
加
し
た
こ
と
も
勿
論
大
き
な
原
因
に
相
異
な
い
が
、
決
し
て
車
に
其
れ
の
み
で
は
な
く
、
歴
史
に
劃
す
る
反
省
の
深
化
、

歴
史
意
識
の
昂
揚
と
関
係
す
る
内
面
的
質
的
問
題
を
含
む
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
、
此
の
十
三
分
自
の
主
な
も
の
に
就
い
て
其
の
性
格
を
観
察
す
る
と
、
第
一
類
の
正
史
は
史
記
以
下
南
北
朝
諸
園
の
個
別
的
園
史
が
収

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
正
史
と
い
う
概
念
を
確
立
し
て
他
の
古
史
雑
史
な
ど
と
医
別
を
明
ら
か
に
し
た
の
が

惰
志
に
始
る
こ
と
は
、
歴
史
意
識
の
問
題
と
し
て
軽
視
す
べ
き
で
な
い
。
こ
の
類
は
史
記
を
除
け
ば
殆
ん
ど
全
部
が
王
朝
単
位
の
所
調
断
代
史

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
一
つ
梁
の
武
帝
の
撰
に
係
る
遁
史
四
百
八
十
巻
が
存
す
る
か
ら
、
陪
志
の
作
者
は
通
代
断
代
の
差
異
を

以
て
正
史
と
否
と
の
別
を
決
し
た
と
は
言
い
得
な
い
。
ま
た
、
史
通
の
記
す
所
に
よ
る
と
、
武
帝
の
通
史
は
秦
以
上
は
皆
史
記
を
以
て
本
と
篤

し
、
雨
漢
以
降
は
全
く
嘗
時
の
紀
俸
を
録
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
資
料
的
債
値
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
程
の
も
の
で

な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
所
が
、
此
の
書
は
遁
史
で
あ
り
な
が
ら
形
式
は
全
く
紀
停
鐙
を
取
り
、
た
だ
表
を
敏
い
た
黙
の
み
が
史
記
と
異
っ

て
い
た
と
史
通
に
見
え
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
形
式
上
の
特
徴
が
陪
志
の
作
者
を
し
て
之
を
正
史
に
属
せ
し
め
る
に
至
っ
た
理
由



で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
編
年
世
史
を
古
史
の
名
に
お
い
て
第
二
類
と
し
た
こ
と
か
ら
も
傍
誼
さ
れ
よ
う
。
惰
志
に
お
け
る
正
史
の

概
念
が
か
か
る
篠
件
を
伴
っ
て
定
着
し
た
の
は
、
史
記
・
漢
書
を
以
て
歴
史
の
正
統
と
す
る
思
想
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
馬
・
班

の
史
鼠
干
の
権
威
が
安
定
し
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

史
記
漢
書
師
法
相
停
、
並
有
解
棒
、

と
い
う
惰
志
の
言
は
其
の
謹
徴
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
史
漢
特
に
史
記
が
漢
代
に
於
い
て
少
く
と
も
園
家
権
力
の
側
か
ら
は
忌
避
さ
れ
て
い

た
事
貰
を
思
う
と
き
、
非
常
な
第
化
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
史
記
皐
が
漢
書
皐
に
比
し
て
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
目
録

に
残
る
著
述
か
ら
志
、
陪
志
の
文
「
史
記
停
者
甚
微
」
か
ら
も
推
察
し
得
る
が
、
嘗
て
列
停
方
式
え
の
意
識
が
、
歴
史
世
界
に
於
け
る
個
八
の

活
動
が
重
要
な
意
味
?
認
識
さ
れ
始
め
た
左
停
↓
職
園
策
の
時
期
に
在
っ
て
漸
く
高
め
ら
れ
、
そ
し
て
其
れ
が
史
記
に
於
い
て
綜
合
的
成
熟
を

見
せ
た
の
と
同
じ
く
、
後
漢
後
牢
か
ら
貌
岨
目
を
含
む
時
期
に
於
い
て
個
人
の
意
義
が
新
た
に
認
識
さ
れ
た
事
賓
は
、
紀
俸
睦
史
に
劃
す
る
新
た

な
角
度
か
ら
の
閥
心
を
自
ら
要
請
す
る
一
つ
の
要
素
を
篤
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
編
年
睦
史
を
全
く
無
用
覗
す
る
ほ
ど
、
六
朝
の
歴
史
意
識
は
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
陪
志
を
し
て
一
臆
は
紀
俸
韓
史
を
以
て
正
史
と

鋳
す
と
言
わ
し
め
た
も
の
の
、
直
ち
に
第
二
類
に
古
史
の
目
を
置
い
て
編
年
韓
史
を
著
録
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
惰
志
に
言
う
古
史
は
竹
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書
紀
年
、
有
慌
の
漢
紀
、
習
撃
歯
の
漢
耳
目
陽
秩
の
如
き
類
で
あ
る
。
惰
志
は
先
ず
、
編
年
越
史
が
司
馬
遷
の
出
現
に
よ
っ
て
紀
俸
世
史
に
取
っ

て
代
ら
れ
て
後
、
萄
悦
に
至
っ
て
再
び
復
活
さ
れ
た
事
賓
を
指
摘
し
て
、
そ
の
執
筆
が
皐
問
好
き
な
献
帝
に
と
っ
て
「
漢
書
文
繁
難
省
」
の
歎

あ
る
に
設
す
る
所
以
を
述
ベ
、
績
い
て
晋
の
太
康
元
年
に
護
掘
さ
れ
た
所
調
竹
書
紀
年
が
「
皆
編
年
相
次
、
文
意
大
似
春
秋
経
」
を
言
い
、
そ

し
て
最
後
に

向
島
宇
者
因
之
、
以
震
春
秋
則
古
史
記
之
正
法
、
有
所
著
述
、
多
依
春
秋
之
盟
、
今
依
其
世
代
、
編
而
鎖
之
、
以
見
作
者
之
別
、

3 

と
論
じ
て
い
る
。
之
に
よ
っ
て
嘗
時
の
史
家
が
編
年
鐙
史
仁
関
し
て
抱
懐
す
る
所
の
一
般
的
見
解
を
察
知
し
得
る
。
そ
れ
は
竹
書
紀
年
の
護
見

に
よ
っ
て
異
常
に
高
め
ら
れ
た
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
編
年
睦
と
い
う
歴
史
舷
述
の
方
式
そ
の
も
の
に
就
い
て
或
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る
基
本
的
認
識
が
無
け
れ
ば
誕
生
す
る
答
は
な
い
。
こ
の
頃
、
晋
の
著
作
郎
築
資
が
左
俸
の
後
を
結
成
し
て
秦
の
二
世
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
の

春
秋
後
傍
三
十
品
?
?
作
っ
た
の
を
始
め
、
後
漢
紀
臨
む
説
氏
春
秋
…
鰐
・
宋
略
抜
一
一
安
・
梁
日
興
一
訓
一四
何
の
如
き
、
皆
一
編
年
方
式
を
取
っ
た
こ
と

を
、
史
、
通
は
俸
え
て
い
る
。
こ
れ
は
紀
停
方
式
を
一
た
び
経
験
し
た
後
の
史
拳
者
が
編
年
方
式
の
意
義
を
改
め
て
再
認
識
し
た
結
果
で
あ
る
か

ら
、
史
記
成
立
以
前
の
原
始
編
年
主
義
と
は
区
別
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
荷
慌
が
漢
紀
を
著
し
た
直
接
の
動
機
は
献
帝
の
要
望
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
献
帝
が
特
に
編
年
瞳
史
を
求
め
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
荷
悦
自
身
が

有
悦
厭
其
迂
閥
、
文
依
左
氏
成
書
、
一
則
被
班
史
、
篇
才
三
十
、
歴
代
袈
之
、
猷

と
体
え
ら
れ
る
如
く
、
紀
俸
方
式
に
甚
だ
批
判
的
で
あ
っ
た
事
賓
は
看
過
で
き
な
い
。
歴
史
記
録
の
原
理
と
し
て
の
紀
偉
編
年
に
就
い
て
は
、

劉
知
幾
が
夙
く
既
に
論
議
し
、
私
も
嘗
て
多
少
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
は
深
く
論
及
し
な
い
が
、
編
年
方
式
が
歴
史
を
連
績
的
受
化
の

形
に
お
い
て
理
解
し
、
歴
史
世
界
の
構
造
を
正
確
に
示
し
得
る
長
所
を
有
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
司
馬
遷
が
史
記
に
多
く
の
表
を
作
っ
た
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の
は
、
此
の
駐
に
お
け
る
紀
俸
健
史
の
紋
陥
を
幾
分
な
り
と
も
補
う
意
味
も
有
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
惰
志
著
録
の
古
史
類
は
、
竹
書
を
除
け

ば
三
十
三
種
全
部
が
荷
悦
以
後
の
撰
に
係
る
か
ら
、
編
年
方
式
の
再
輿
は
後
漢
末
以
降
に
在
る
を
知
る
。
正
史
が
班
馬
以
来
の
停
統
を
荷
う
に

射
し
、
古
史
は
或
る
意
味
に
於
い
て
三
園
以
降
の
枇
舎
に
原
因
を
有
す
る
新
し
い
歴
史
意
識
の
所
産
で
あ
る
と
稿
し
て
過
言
で
な
い
。

第
三
類
の
雑
史
は
、
古
い
も
の
で
は
逸
周
書
・
戦
闘
策
、
新
し
い
も
の
で
は
皇
甫
誼
の
帝
王
世
紀
や
祭
資
の
山
陽
公
裁
記
の
類
を
収
め
る
。

陪
志
の
作
者
は
そ
の
睦
裁
の
不
程
、
従
っ
て
そ
の
内
容
が
「
有
委
巷
之
読
、
迂
怪
妄
誕
、
民
虚
莫
測
」
の
故
を
以
て
、
之
を
一
種
の
補
助
的
記

録
と
し
て
の
み
待
遇
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ま
り
、
陪
志
作
者
の
胸
底
に
は
、
園
家
の
史
官
が
堅
賓
に
其
の
職
掌
を
守
つ

て
い
る
正
常
な
朕
態
の
下
で
は
、
此
の
種
の
記
録
が
作
ら
れ
る
必
要
は
生
じ
な
い
と
い
う
基
本
的
観
念
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
決

し
て
惰
志
に
創
る
も
の
で
は
な
い
が
、
雑
史
的
記
録
は
既
に
左
停
園
語
の
素
材
と
さ
え
震
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
周
代
以
来
普
遍
的
に
存
在
す
る
。

記
錬
と
し
て
の
形
態
内
容
は
勿
論
、

そ
の
意
識
に
就
い
て
も
一
代
の
史
皐
思
想
に
関
係
す
る
程
の
意
味
を
荷
う
と
は
原
則
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。

× 

× 

× 

× 



第
四
類
は
覇
史
で
あ
る
が
、
注
目
に
値
い
す
る
の
は
第
五
類
の
起
居
注
で
あ
る
。
こ
こ
に
著
録
さ
れ
る
文
献
は
穆
天
子
惇
・
漢
献
帝
起
居
注

に
始
り
、
以
下
耳
目
泰
始
起
居
注
・
晋
威
寧
起
居
注
・
宋
景
初
起
居
注
・
費
永
明
起
居
注
・
梁
大
同
起
居
注
・
後
現
起
居
注
v

陳
永
定
起
居
注
・

惰
開
皇
起
居
注
な
ど
四
十
四
部
に
及
ぶ
が
、
耳
目
以
降
陳
に
至
る
南
北
諸
園
の
各
年
代
に
つ
い
て
の
起
居
注
が
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
の
形
を
以
て
編

纂
さ
れ
て
い
る
所
に
特
徴
が
あ
る
。
市
し
て
最
初
の
二
種
が
漢
以
前
の
名
稿
を
有
す
る
の
を
除
け
ば
、
す
べ
て
が
耳
目
代
以
降
に
属
す
る
こ
と
、

最
初
の
二
種
も
献
帝
起
居
注
の
如
き
は
賓
質
的
に
は
漢
代
祉
禽
の
産
物
と
は
言
い
難
い
こ
と
は
、
一
層
特
徴
的
で
あ
る
。
起
居
注
は
惰
志
の
作

者
も
論
ず
る
如
く
、
君
主
の
言
語
行
魚
の
即
時
的
記
録
で
、
本
質
的
に
は
漢
書
華
文
志
に

左
史
記
言
、
右
史
記
事
、

と
言
い
、
櫨
記
玉
藻
に

動
則
左
氏
書
之
、
言
則
右
史
書
之
、

同

D

と
定
め
る
所
の
も
の
、
ま
た

掌
王
之
命
、
遺
書
其
副
而
誠
之
、

と
い
う
周
躍
内
史
の
職
掌
に
も
漣
績
す
る
記
錬
の
形
式
に
外
な
ら
な
い
。
左
右
の
史
官
が
、
調
う
が
如
く
一
吉
田
と
事
と
を
分
掌
し
た
こ
と
を
明
示

す
る
歴
史
的
事
貨
は
現
在
位
見
首
ら
な
い
か
ら
、
且
早
皐
誠
の
如
き
は
「
躍
家
の
初
文
」
と
考
え
て
い
る
が
、
君
主
の
公
的
言
行
を
史
官
が
即
座

に
記
錦
に
留
め
る
制
度
の
存
し
た
こ
と
は
、
惰
志
に
引
く
春
秋
停
時
一
軒
一
一
一
を
始
め
、
決
し
て
其
の
例
に
乏
し
く
な
い
。
こ
れ
君
主
の
言
行
を

修
飾
す
る
こ
と
無
く
其
の
ま
ま
記
録
に
明
記
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
将
来
の
鑑
戒
に
資
せ
ん
と
す
る
意
味
を
荷
う
制
度
で
あ
る
。
起
居
注
に
就

い
て
惰
志
は
、
漢
の
武
帝
に
禁
中
起
居
注
が
あ
り
、
後
漢
の
明
徳
馬
皇
后
に
明
帝
起
居
注
の
あ
っ
た
こ
と
を
零
げ
、

女
史
之
職
、
然
皆
零
落
、
不
可
復
知
」
と
言
う
に
止
り
、
そ
の
理
念
に
闘
し
て
論
及
す
る
所
が
無
い
が
、
既
に
起
居
住
的
記
録
の
製
作
に
興
る

「
漢
時
起
居
似
在
宮
中
篇

5 

史
職
が
歴
史
に
於
け
る
鑑
戒
理
念
の
具
現
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
三
園
以
後
に
至
っ
て
起
居
注
が
飛
躍
的
に
盛
行
し
た
の
は
、
こ
う
い

う
理
念
そ
の
も
の
が
異
常
な
高
ま
り
を
示
し
た
結
果
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
貌
の
柳
叫
が
古
代
の
左
史
右
史
の
職
掌
に
看
取
さ
れ
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る
鑑
戒
の
精
神
か
ら
論
を
起
し
、

請
自
今
諸
史
官
記
事
者
、
皆
蛍
朝
額
言
其
献
、
然
後
付
之
史
問
、
庶
令
是
非
明
著
、
得
失
無
隠
、
使
聞
善
占
有
日
作
、
有
一
週
者
知
催
、
俳

と
論
ず
る
上
蓄
を
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
起
居
注
に
の
み
関
す
る
問
題
で
は
な
い
と
し
て
も
、
要
す
る
に
歴
史
の
も

つ
鑑
戒
の
理
念
に
針
す
る

反
省
た
る
を
失
わ
な
い
。
こ
の
上
書
で
、
彼
は
漢
貌
以
降
記
注
が
史
官
の
手
中
で
内
密
に
作
ら
れ
る
傾
向
を
帯
び
て
来
た
事
賓
を
指
摘
し
、

か
く

且
つ
俵
令
史
官
が
直
書
の
精
神
を
能
く
守
り
ぬ
い

の
如
き
は
後
世
に
射
し
て
は
兎
も
角
と
し
て
、
現
在
の
社
舎
に
稗
盆
す
る
所
無
し
と
震
し
、

た
と
し
て
も
、
曲
筆
の
疑
念
を
抱
か
し
む
る
絵
地
無
し
と
し
な
い
黙
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
歴
史
に
於
け
る
鑑
戒
及
び
直
書
の
精

紳
を
飽
く
ま
で
保
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
嘗
時
の
史
職
の
在
り
方
、
並
び
に
歴
史
記
録
作
製
の
手
績
き
に
就
い
て
批
判
を
加
え
た
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
の
根
本
精
紳
は
起
居
注
を
支
え
る
其
れ
と
相
通
ず
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
柳
叫
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
思
想

は
起
居
注
を
盛
ん
な
ら
し
め
た

一
つ

の
大
な
る
原
因
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

陪
志
著
録
の
起
居
注
の
う
ち
最
初
の
二
種
を
除
け
ば
、
最
も
古
い
の
は
晋
の
泰
始
起
居
注
三
十
舎
で
あ
る
か
ら
、
晋
は
帝
位
に
即
い
た
初
年

か
ら
起
居
注
が
作
ら
れ
、
し
か
も
績
い
て
威
寧
・
太
康
・
元
康
と
、
年
放
ご
と
に
漏
れ
な
く
濁
立
の
起
居
住
が
作
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
晋
一
代
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の
起
居
注
を
綜
合
し
た
と
考
う
べ
き
晋
起
居
注
三
百
十
七
俳句
、
重
要
記
事
の
節
録
と
考
え
ら
れ
る
晋
宋
起
居
注
紗
五
十
一
舎
の
存
在
は
、
こ
の

種
の
記
錬
が
相
嘗
大
量
に
作
製
さ
れ
た
賞
情
の
反
映
と
見
る
べ
く
、
陪
志
が
起
居
注
を
濁
立
の
分
目
と
し
た
一
の
理
由
も
此
に
在
る
と
察
せ
ら

れ
る
。
宋
の
泰
畿
は
僅
か

一
年
に
過
ぎ
ず
、
昇
明
は
二
年
に
止
り
な
が
ら
、
そ
の
起
居
注
が
そ
れ
ぞ
れ
四
巻
六
巻
を
数
え
る
の
は
、
記
録
内
容

の
詳
密
度
を
暗
示
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
事
賓
の
正
確
精
細
な
記
録
を
残
す
と
同
時
に
、

そ
れ
に
依
っ
て
鑑
戒
と
拘
束
の
目
的
を
完
う
せ
ん
と

す
る
意
識
に
導
か
れ
た
歴

J

史
記
録
が
晋
以
降
俄
然
そ
の
量
を
増
し
、

且
つ
組
織
的
規
模
に
於
い
て
作
製
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代

の
歴
史
意
識
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鄭
樵
の
遁
志
謹
文
略
は
、
起
居
注
の
外
に
覧
録
曾
要
の
二
種
を
加
え
、
起
居
注
と
題
す
る
一
一
突
を
立
て
る
。
狭
義
の
起
居
注
に
収
め
る
所
は

惰
志
著
録
の
ほ
か
に
唐
初
の
二
三
部
を
附
加
す
る
に
止
る
が
、
賞
録
は
唐
及
び
五
代
に
亙
っ
て
五
十
部
を
数
え
、
唐
以
後
貫
録
が
起
居
注
に
代



っ
て
盛
行
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
極
め
て
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。
喜
文
略
に
著
録
さ
れ
る
六
朝
時
代
の
賞
錬
は
僅
か
三
部
で
、
す
べ
て
梁
の
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
部
は
惰
志
に
在
つ
て
は
雑
史
に
収
め
濁
立
の
目
を
設
け
て
い
な
い
。
此
に
依
っ
て
、
賓
録
形
式
の
記
録
が
南
朝
末
期
に

誕
生
し
漸
次
起
居
注
の
地
位
を
奪
う
よ
う
に
な
っ
た
賓
情
を
知
り
得
る
と
同
時
に
、
賓
録
の
精
神
は
起
居
注
に
連
絡
し
、
従
っ
て
更
に
速
く
は

左
史
右
史
に
淵
源
す
る
こ
と
を
察
し
得
る
の
で
あ
る
。

× 

× 

× 

× 

起
居
注
に
績
い
て
、
惰
志
は
奮
事
篇
・
職
官
篇
・
儀
注
篇
の
三
目
を
設
け
て
い
る。

こ
れ
は
其
の
名
の
示
す
が
如
く
、
園
家
ま
た
は
個
人
に

'閥
す
る
官
職
典
式
制
規
故
貰
の
類
で
、
大
小
農
狭
の
別
は
有
つ
で
も
共
遁
の
性
格
を
具
え
る
も
の
で
あ
る
。

此
の
三
百
九
小
百
十
一
部
の
う
ち
、

直
接
漢
代
に
閥
す
る
も
の
は
僅
か
十
部
、
明
ら
か
に
漢
人
の
撰
に
係
る
も
の
は
四
部
に
止
り
、
徐
は
撰
者
は
悉
く
晋
以
後
の
人
に
係
り
、
内
容

は
悉
く
三
園
以
降
に
閲
す
る
黙
に
着
服
す
れ
ば
、
此
の
種
の
事
項
を
書
物
と
し
て
記
録
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
、

晋
以
後
に
至
つ
だ
急
激
に
高

ま
っ
た
こ
と
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
蓄
事
職
官
の
雨
者
は
園
家
の
行
政
に
閥
す
る
公
的
な
故
貰
や
制
度
の
記
録
と
思
わ
れ

る
が
、
五
十
九
部
の
儀
注
篇
は
や
や
性
格
を
異
に
し
、
例
え
ば
徐
愛
家
儀
・
巌
植
之
儀
・
鵡
李
家
儀
の
如
く
、
純
然
た
る
個
人
の
家
法
に
属
す
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と
考
え
ら
れ
る
記
録
、
ま
た
内
外
書
儀
・
書
筆
儀
・
弔
答
儀
・
文
儀
・
言
語
儀
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
日
常
社
交
の
作
法
並
び
に
教

養
に
関
す
る
と
考
う
べ
き
文
献
も
存
し
、
更
に
婦
人
書
儀
・
借
家
書
儀
の
如
き
特
殊
な
瞳
法
を
内
容
と
す
る
著
述
も
有
る
。

惰
志
の
作
者
は
儀

注
の
性
格
に
就
い
て
、
先
ず

儀
注
之
輿

A

其
所
由
来
久
失
、
自
君
臣
父
子
六
親
九
族
、
各
有
上
下
親
疏
之
別
、

養
生
迭
死
弔
抽
出
賀
慶
、
則
有
進
止
威
儀
之
数
、

と
述
ベ
、
周
腫
大
宗
伯
の
五
雄
、
叔
孫
、通
の
朝
儀
、
曹
褒
の
漢
儀
な
ど
と
一
類
を
篤
す
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
問
題
は
父
子
六
親
九
族
の
秩

序
や
養
生
迭
死
弔
値
賀
慶
の
儀
法
は
前
世
既
に
存
す
る
に
拘
ら
ず
、
貌
晋
以
後
そ
れ
が
歴
史
記
録
の
一
種
と
し
て
頓
に
多
き
を
加
え
る
に
至
つ

7 

た
駐
に
在
る
。
惰
志
は
、
儀
注
篇
を
史
部
の
一
目
と
し
て
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
固
よ
り
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

。

然
し
「
奮
章
残
鉄
」
と
か
「
或
傷
於
洩
近
、
或
失
於
未
達
」
と
か
い
う
如
き
消
極
的
理
由
の
み
で
、
こ
の
種
の
文
献
が
盛
行
す
る
に
至
っ
た
所
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以
に
就
い
て
積
極
的
な
意
義
を
探
求
し
て
い
な
い
。
こ
の
種
の
文
献
の
成
立
は
、

そ
の
主
た
る
内
容
を
帰
す
所
の
儀
式
作
法
が
極
め
て
微
細
な

貼
に
及
ぶ
ま
で
洗
錬
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
一
般
性
を
有
す
る
規
範
化
す
る
と
共
に
、
其
の
規
範
の
上
に
自
己
の
生
存
を
托
す
る
階
層
が
其
の
地

位
が
安
定
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
こ
と
と
関
聯
す
る
。
後
漢
の
後
半
か
ら
三
園
爾
晋
の
動
飢
を
経
て
、
社
舎
の
新
た
な
安
定
勢
力
が
漸
次
成
立

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
事
貫
で
あ
る
が
、
彼
等
は
其
の
成
長
す
る
に
従
っ
て
或
る
教
養
に
基
づ
く
特
別
の
規
範
を
自
ら
の
生
活
秩
序
の
中
に
要

求
し
、

且
つ
之
を
以
て
自
己
を
他
の
階
層
か
ら
区
別
す
る

一
箇
の
優
越
的
僚
件
と
信
用
す
に
至
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
上
流
社
禽
に
お
い
て
、
生
活

上
の
細
か
い
穫
法
や
典
式
な
ど
が

一
定
の
形
に
定
着
し
、
規
範
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
等
は
其
の
拘
束
へ
の
柔
順
に

快
感
と
誇
り
と
を
控
え
、
遂
に
其
の
規
範
は
停
統
と
し
て
の
権
威
を
逆
に
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
階
層
に
謝
し
て
設
揮
す
る
。
記
録
に
留
め
て
其

の
権
威
を
永
遠
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
此
の
段
階
に
於
い
て
可
能
と
な
る
。
儀
注
類
が
歴
史
記
録
の
一
種
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、

か
か
る
祉
禽
的
心
理
的
保
件
を
前
提
と
し
て
い
た
。
要
す
る
に
六
朝
貴
族
の
安
定
化
と
之
に
伴
う
諸
規
範
の
固
定
並
び
に
そ
の
傍
統
化
が
、
こ

× 

× 

× 

× 
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の
新
し
い
歴
史
記
録
護
生
の
一
原
因
を
信
用
し
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

儀
注
類
に
於
い
て
は
、
貴
族
の
家
ま
た
は
個
人
を
単
位
と
す
る
相
互
の
関
係
が
主
た
る
意
識
掛
象
と
篤
っ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ

る
が
、
此
の
意
識
の
も
つ
比
重
が
歴
史
記
録
の
中
に
於
い
て
増
大
し
た
結
果
は
、
惰
志
に
雑
停
の
名
の
下
に
著
録
さ
れ
て
い
る
二
百
十
七
部
の

述
作
に
も
影
響
す
る
所
が
あ
っ
た
。
惰
志
史
部
第
十
の
分
自
た
る
雑
俸
は
、
盆
部
脊
奮
俸
・
汝
南
先
賢
博
・
江
左
名
土
停
・
東
方
朔
俸
・
王
朗

王
粛
家
停
・
太
原
王
民
家
停
・
雀
氏
五
門
家
停
・
列
女
俸
・
紳
仙
傍
・
高
士
停
・
孝
子
俸
な
と
か
ら
、
列
異
停
・
捜
紳
記
・
費
譜
記
の
類
ま
で

を
包
含
す
る
。
通
観
し
て
大
き
く
四
種
に
細
別
し
得
る
。
第
一
は
盆
部
岩
田
奮
停
な
ど
の
類
で
、
地
域
別
に
有
名
人
を
封
象
と
す
る
記
録
、
第
二

は
一
家
一
氏
或
い
は
特
定
個
人
の
俸
記
で
、
前
記
東
方
耐
俸
以
下
の
図
書
の
如
き
も
の
、
第
三
は
列
女
高
士
の
例
に
見
ら
れ
る
同
一
性
格
者
の

系
統
的
俸
記
、
第
四
は
列
異
俸
や
捜
紳
記
の
類
を
代
表
と
す
る
、
何
等
か
の
意
味
で
共
通
性
を
認
め
得
る
読
話
小
説
の
集
錬
で
あ
る
。
第
一
種

の
文
献
で
疑
い
無
く
漢
代
に
属
す
る
も
の
は
、
後
漢
の
趨
岐
の
一
一
一
輔
決
録
及
び
圏
稿
の
陳
留
者
奮
俸
の
二
部
に
止
り
、
他
は
皆
貌
耳目
以
後
の
撰



に
属
す
る
。
第
二
種
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
東
方
明
停
の
ほ
か
、
孔
子
弟
子
先
儒
俸
の
よ
う
な
も
の
も
著
録
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
陪
志

に
は
見
え
な
い
が
郷
玄
別
俸
の
如
き
も
の
の
存
在
し
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
漠
以
前
の
人
を
封
象
と
す
る
記
録
が
少
か
ら
ず
作
ら
れ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
撰
者
が
漢
代
人
た
る
を
明
記
し
た
も
の
は
陪
志
に
は
一
部
も
無
く
、
少
く
と
も
撰
者
の
氏
姓
を
明
ら
か
に
考
え
得
る

も
の
は
例
外
な
く
貌
晋
以
後
で
あ
る
。
そ
し
て
家
俸
の
類
に
至
つ
て
は
、
記
事
内
容
に
お
い
て
も
撲
者
に
お
い
て
も
全
部
貌
晋
以
後
に
な
る
こ

と
を
思
う
時
、
こ
の
種
の
歴
史
記
録
を
多
量
に
産
出
す
る
に
至
っ
た
祉
曾
的
僚
件
は
略
ぽ
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
o
l
陪
志
の
著
者
は
こ
こ
で
も

淵
源
を
遠
く
古
代
官
制
に
求
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
棄
て
ず
、
周
躍
外
史
の

「掌
四
方
之
志
」
の
規
定
、
左
俸
の

「
動
在
王
室
、
職
於
盟
府
」
の

文
な
ど
を
根
擦
と
し
て
諸
侯
の
園
々
の
歴
史
文
書
が
天
子
の
専
官
の
下
に
保
存
さ
れ
て
い
た
事
賓
を
確
認
し
、
第
一
種
の
地
域
的
俸
記
は
、
こ

う
し
た
周
代
以
来
の
停
統
的
制
度
に
本
づ
く
記
録
に
外
な
ら
な
い
所
以
を
強
調
す
る
。
第
二
種
に
就
い
て
も
同
様
の
立
場
か
ら
解
稗
を
輿
え
る
。

つ
ま
り
局
躍
の
族
師
・
黛
正
な
ど
末
端
の
地
方
行
政
官
の
職
掌
と
し
て
、
自
己
の
管
轄
域
内
に
お
け
る
有
徳
者
篤
行
者
を
定
期
的
に
天
子
に
上
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聞
す
る
規
定
の
存
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
窮
居
側
阻
の
土
と
雄
も
有
く
も
言
行
の
見
る
べ
き
有
る
者
は
必
ず
其
の
痛
め
に
史
俸
が
作
ら
れ
る
制

度
が
元
来
存
在
し
た
こ
と
を
力
説
す
る
。
か
く
の
如
く
、
惰
志
の
作
者
は
第
一
種
第
二
種
の
文
献
は
歴
史
的
に
見
て
新
し
い
形
式
と
は
篤
し
得

ず
、
む
し
ろ
周
代
の
制
度
に
由
来
す
る
俸
統
的
形
式
を
踏
襲
す
る
記
録
に
遇
ぎ
な
い
も
の
と
断
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
質
を
逸
し
た
解

揮
と
=
=一回
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
周
躍
に
言
わ
れ
る
第
一
種
並
び
に
第
二
種
的
な
記
録
の
作
製
は
、
嘗
然
統
一
園
家
の
官
吏
の
責
任
に
於
い
て
篤
さ

れ
る
以
上
、
形
式
的
に
は
六
朝
の
そ
れ
と
類
似
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
精
紳
的
に
は
戴
然
と
匡
別
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

惰
志
が
い
ま
一
つ
の
根
援
と
す
る
左
俸
の
記
事
も
、
亦
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
在
野
個
人
の
著
述
と
は
原
則
上
同
一
に
は
論
じ
難
い
。
嘗
面
の
問

題
た
る
二
種
の
歴
史
は
個
人
の
自
由
意
志
の
下
に
於
い
て
作
ら
れ
、
園
家
的
な
判
断
や
行
政
に
寄
興
す
る
意
欲
な
ど
は
伴
っ
て
い
な
い
ぽ
一
白
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
有
れ
、
園
家
権
力
と
は
本
質
上
無
関
係
に
、
祉
舎
を
動
か
す
歴
史
的
諮
要
素
や
原
動
力
な
ど
に
封
ず
る
濁

自
の
認
識
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
惰
志
収
載
の
移
し
い
個
人
惇
や
家
俸
を
、通
賢
す
る
と
、
周
穫
に
言
わ
れ
る
如
き
徳
行
が
其
の
全
部
に
前
提
僚

件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
得
な
い
。
こ
れ
歴
史
意
識
の
根
底
に
於
い
て
彼
此
距
離
の
存
す
る
が
痛
め
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ

9 
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を
形
式
的
類
似
の
放
を
以
て
同
一
視
し
、

そ
の
時
代
的
特
徴
を
故
ら
に
過
小
現
す
る
惰
志
の
態
度
は
、
首
肯
し
難
い
も
の
で
あ
る
。

列
女
神
仙
高
士
な
と
、
同
じ
性
格
者
の
合
同
列
俸
と
稿
す
べ
き
第
三
種
は
、

漢
代
正
史
に
も
既
に
同
じ
よ
う
な
列
俸
が
見
ら
れ
、
ま
た
劉
向

に
列
仙
列
士
な
ど
の
専
著
が
有
る
こ
と
を
承
認
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
六
較
の
特
徴
的
所
産
と
は
言
い
得
な
い
が
、
そ
の
内
容
が
康
範
固
に
亙
っ

て
き
た
貼
は
注
目
さ
れ
て
可
い
と
思
う
。
例
え
ば
列
女
に
就
い
で
も
、
劉
向
の
書
以
外
に
同
名
同
類
の
書
が
惰
志
の
み
で
九
部
を
数
え
い
更
に

女
記

・
妬
記
・
美
婦
人
俸
の
名
を
見
る
に
至
つ
て
は
、
婦
人
が
貞
烈
と
い
う
貼
の
み
で
歴
史
上
特
別
の
存
在
意
義
を
輿
え
ら
れ
た
往
古
と
は
、

か
な
り
異
っ
た
観
酷
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
感
ぜ
し
め
る
。
列
異
俸

・
捜
紳
記
な
ど
よ
り
成
る
第
四
種
は
悉
く
三
園
以

後
の
作
で
、
貌
の
文
帝
の
列
異
俸
が
最
も
古
い
。
此
の
書
は
惰
志
の
記
す
所
に
よ
る
と
、

「
鬼
物
奇
怪
の
事
を
序
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

の
と
剣
断
さ
れ
る
。
か
か
る
内
容
を
有
す
る
記
録
が
史
部
の

一
日
た
る
地
位
を
主
張
し
、

い
が
、
同
列
の
他
の
書
物
も
其
の
名
稿
並
び
に

一
部
残
存
の
断
片
か
ら
推
し
て
、
陪
志
に
所
調

「雑
う
る
に
虚
誕
怪
妄
の
設
を
以
て
し
た
」
も

且
つ
多
量
に
存
在
す
る
の
は
、
惰
志
の
特
徴
的
現
象
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で
あ
る
。
漢
書
委
文
志
に
こ
う
し
た
性
質
の
文
献
が
徐
り
著
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
固
よ
り
色
々
の
理
由
に
因
る
と
思
わ
れ
る
が
、
虚
誕
怪

妄
の
読
話
は
歴
史
内
容
を
形
成
す
る
に
足
り
な
い
と
い
う
考
え
方
と
深
く
関
聯
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
漢
志
の
小
説
十
五
家
を
始
め
陰

陽
五
行
や
雑
占
な
と
の
部
自
に
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
虚
誕
怪
妄
に
渉
る
と
認
む
べ
き
文
献
も
絶
無
で
は
な
い
が
、
敷
に
於
い
て
惰
志
に
比
す

べ
く
も
な
い
の
み
な
ら
ず
、
其
の
多
く
は
怪
異
の
読
そ
れ
自
馳
胞
を
遣
さ
ん
が
矯
め
の
撰
述
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
思
惟
が
甚
だ
非
論
理
的

で
あ
り
不
合
理
な
要
素
を
含
む
意
味
に
お

い
て
虚
誕
と
言
え
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
其
れ
な
り
の
理
法
に
よ
っ
て
或
る
員
理
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
目
的
に
志
向
す
る
と
見
て
大
、過
あ
る
ま
い
。
漢
志
の
小
説
家
類
の
中
に
は
惰
志
の
こ
の
部
目
の
書
と
共
通
性
を
有
す
る
と
推
定

さ
れ
る
書
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
班
固
の
「
街
談
巷
説
、
道
聴
塗
説
」
の
言
に
表
明
さ
れ
る
如
〈
、
必
ず
し
も
内
容
の
怪
異
性
を
第
一
義

的
保
件
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
鬼
物
奇
怪
の
事
を
序
す
る
を
以
て
使
命
と
し
た
惰
志
の
第
四
種
は
、
こ
の
意
味
か
ら
し
て
も
新
し

い
文
献
と
言
う
に
値
い
す
る
。
鬼
物
怪
奇
の
事
が
存
在
す
る
世
界
は
、
蛍
然
人
聞
の
現
賓
駐
舎
で
は
な
い
。
か
か
る
世
界
に
特
別
の
閥
心
が
梯

わ
れ
、

か
か
る
世
界
の
貰
在
性
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
後
漢
末
か
ら
親
晋
に
か
け
て
の
一
つ
の
特
徴
的
現
象
で
、
紳
仙
へ
の
憧
憶
が
膏
し
た
紳



仙
世
界
賓
在
論
や
そ
の
世
界
構
造
に
閥
す
る
観
念
な
ど
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
異
常
な
展
開
を
示
し
た
の
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
列

仙
停
や
紳
仙
俸
は
)
こ
の
非
質
在
世
界
賓
在
の
観
念
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
著
作
に
外
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
は
神
仙
が
賓
在
生
活
す
る
と

信
じ
ら
れ
る
世
界
は
、
人
聞
の
現
貫
世
界
と
は
そ
の
ま
ま
で
は
重
な
り
合
わ
な
い
別
の
空
間
に
於
い
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
仙

思
想
に
お
い
て
も
、
此
の
重
な
り
合
わ
な
い
二
つ
の
空
聞
を
重
な
り
合
う
も
の
と
し
て
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
欲
求
が
漸
次
強
ま
る
と
、
之

に
答
え
る
如
く
市
朝
に
臆
れ
る
仙
人
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
普
通
の
人
間
世
界
に
在
っ
て
、
俗
な
る
人
間
と
同
じ
生
活
様
式

の
中
に
得
仙
の
可
能
性
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
仙
と
俗
と
の
こ
つ
の
空
間
は
最
早
差
別
を
立
て
る
べ
き
根
擦
を
喪
失
し
た
と
稿
し
て
可
い
。
換
言

す
れ
ば
、
嘗
て
人
間
世
界
の
外
に
在
る
と
信
じ
ら
れ
た
世
界
が
、
人
間
世
界
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
其
の
一
部
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
漏
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
思
想
上
の
獲
化
は
、
嘗
然
紳
仙
が
人
聞
の
歴
史
に
お
い
て
有
す
る
所
の
意
味
に
劃
す
る
評
債
の
愛
北
を
、

連
動
的
に
惹
起
せ
ず
に
は
措
か
な
い
。
従
来
歴
史
の
世
界
で
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
紳
仙
に
閥
す
る
記
録
が
、
惰
志
で
頓
に
増
加
し
た
主

と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
世
界
の
問
題
が
、
新
た
に
人
聞
の
歴
史
の
一
部
を
信
用
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
篤
っ
た
意
識
の
繁
化
を
示
す
と
調
わ
な

← 11ー

な
理
由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
事
は
更
に
一
般
的
に
言
え
ば
、
従
来
は
人
聞
の
歴
史
の
一
部
を
形
成
す
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
捜
紳
記
な
ど
を
除
け
ば
、
殆
ん
ど
の
文
献
が
其
の
内
容
を
知
り
得
な
い
が
、
列
異
俸
以
下
の
此
の
種
の
記
録
が
歴
史
の
一

部
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
紳
仙
の
場
合
と
同
じ
く
、
奇
怪
虚
妄
と
思
わ
れ
る
事
寅
や
読
話
も
や
は
り
人
聞
の
歴
史
の
内
容
と
帰
り
得

る
と
い
う
観
念
を
前
提
と
し
て
、
始
め
て
可
能
な
こ
と
に
属
す
る
。
奇
怪
虚
妄
と
認
め
る
の
は
人
聞
の
判
断
能
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
其
れ

が
歴
史
の
一
部
を
信
用
す
と
認
容
す
る
と
否
と
も
、
亦
人
間
意
識
の
問
題
に
外
な
ら
な
い
。
貌
の
文
帝
が
故
ら
に
鬼
物
奇
怪
の
事
を
序
し
た
の
も
、

惰
志
の
著
者
が
此
の
一
群
の
文
献
を
雑
俸
に
収
録
し
た
の
も
、
同
じ
歴
史
意
識
の
護
展
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

×
 

× 

× 

× 

惰
志
史
部
の
最
帥
仲
介
巨
た
る
簿
録
類
は
、
劉
向
の
別
錬
以
下
三
十
部
の
文
献
目
録
を
主
櫨
と
す
る
一
群
で
あ
る
。
漢
人
の
撰
に
係
る
の
は
別

11 

録
と
七
略
の
み
で
、
他
の
二
十
八
部
は
悉
く
晋
以
後
の
作
で
あ
る
か
ら
、
此
の
種
の
文
献
も
六
朝
に
於
い
て
盛
ん
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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と
こ
ろ
で
、
漠
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
文
献
目
録
に
は
、
分
類
構
成
の
貼
か
ら
見
て
二
系
統
が
あ
り
、

且
つ
二
系
統
の
分
立
が
歴
史
記
錬
の
取

り
扱
い
原
則
に
閥
し
て
現
れ
て
来
て
い
る
事
寅
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
の
波
書
惑
文
志
に
其
の
原
形
が
遺
る
劉
散
の
七
略
が
、
集
略
以
下
方
技
略
に
至
る
七
分
類
の
方
式
を
取
り
、
濁
立
し
た
史
部
を
設
け
る

代
り
に
、
今
日
の
概
念
で
正
統
的
な
歴
史
と
認
め
ら
れ
る
園
語

・
職
園
策

・
史
記
の
類
を
、
す
べ
て
六
事
略
春
秋
類
に
収
め
て
い
る
事
賓
に
着

目
す
る
と
き
、
歴
史
記
録
を
作
る
こ
と
の
意
義
と
か
史
皐
の
本
質
が
、
七
略
の
作
者
の
時
代
に
一
人般
に
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
察
知
す

る
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
書
は
形
式
の
上
に
於
い
て
六
事
・
諸
子
・
詩
賦
な
ど
と
鈎
等
の
比
重
を
輿
え
ら
れ
ず
、
歴
史
皐
そ
の
も
の

も
賞
質
上
m
倒
立
し
た
存
在
意
義
が
猶
お
十
分
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
調
う
の
外
は
無
い
。
後
世
歴
史
率
に
期
待
す
る
所
の
濁
自
の

機
能
は
、
之
を
春
秋
撃
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
支
配
的
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
歴
史
の
書
を
春
秋
類
の
末
尾
に
著
録
す
る
と
い
う
形
態
を

取
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
歴
史
が
騒
覗
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
歴
史
撃
に
お
け
る
主
観
主
義
の
一
面
が
非
常
に
強
調
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
此
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
の
濁
立
性
は
十
分
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
可
い

の
で
あ
る
。

然
る
に
陪
志
簿
録
類
に
見
え
る
書
物
の
分
類
原
理
を
追
求
す
る
と
、
七
略
に
示
さ
れ
た
鰹
史
未
分
化
の
思
想
が
徐
々
に
質
化
し
て
ゆ
く
、
法
を
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捉
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
劉
散
の
後
、
競
の
鄭
献
が
秘
書
廓
と
漏
っ
て
中
粧
を
作
っ
た
こ
と
が
陪
志
に
見
え
る
。

つ
ま
り
中
秘
の
書
籍
の
整

理
事
業
で
あ
る
。
こ
の
場
合
郷
献
が
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
整
理
を
行
っ
た
か
は
、
直
接
に
擦
り
所
と
な
す
に
足
る
明
文
は
無
い
が
、
耳
目
の

荷
鼠
の
新
郷
と
の
欄
係
を
考
え
る
と
き
、
鄭
献
に
新
し
い
原
理
の
費
生
を
求
め
て
必
ず
し
も
無
理
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
隔
志
は
鄭
献
の

事
を
記
し
た
の
に
融
け
て
、
直
ち
に
、

秘
書
監
荷
昂
文
因
中
継
、
更
著
新
簿
、
分
第
四
郎
、
総
括
群
書
、

一
日
甲
部
、
二
日
乙
部
、
三
日
丙
部
、
四
日
丁
部
、

と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
新
簿
が
四
部
分
類
の
法
を
取
っ
た
こ
と
は
疑
う
除
地
は
無
く
、
し
か
も
其
れ
が
中
粧
に
因
っ
て
著
わ
さ
れ
た
と
言
わ
れ

る
貼
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
鄭
献
の
中
粧
が
既
に
四
部
分
類
方
式
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
さ
て
新
簿
に
於
い
て
確
立
さ
れ
た
四
部
分
類

方
式
の
具
臨
的
内
容
を
階
志
に
求
め
る
と
、



一
日
甲
部
、
紀
六
謹
及
小
闘
争
等
書
、
二
日
乙
部
、
有
占
諸
子
家
近
世
子
家
兵
書
兵
家
術
数
、
三
日
丙
部
、
有
史
記
奮
事
皐
覧
簿
雑
事
、
四

日
丁
部
、
有
詩
賦
圃
讃
汲
家
書
、

と
あ
る
。
後
世
の
経
史
子
集
の
分
類
に
比
べ
れ
ば
や
や
出
入
が
有
る
が
、
史
記
奮
事
な
ど
を
内
容
と
す
る
丙
部
の
濁
立
に
依
っ
て
歴
史
記
録
の

比
重
が
増
大
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
い
す
る
。
さ
ら
に
、

「
東
普
の
初
め
、
著
作
郎
の
李
充
は
甲
乙
を
以
て
次
を
篤
し
、
爾
後
因
循
し
て
端
皮
革

す
る
所
無
し
」
と
、
惰
志
に
見
え
る
の
に
徴
す
れ
ば
、
鄭
献
に
端
を
聞
い
た
四
分
方
式
が
大
陸
晋
代
の
後
牟
に
至
っ
て
安
定
を
得
た
と
考
え
て

差
支
え
無
い
よ
う
で
あ
る
。
宋
の
謝
霊
運
に
四
部
目
録
が
有
り
、
費
の
王
亮
・
謝
拙
に
四
部
書
目
が
有
っ
た
と
い
う
記
事
、
ま
た
梁
代
に
も
任

肪
や
股
鈎
に
よ
っ
て
四
部
目
録
が
撰
せ
ら
れ
た
事
責
は
、
す
べ
て
史
部
を
濁
立
に
待
遇
す
る
意
識
が
漸
次
優
勢
と
帰
り
つ
つ
あ
ウ
た
誼
擦
で
あ

る
。
後
に
惰
書
経
籍
志
が
同
じ
意
識
に
お
い
て
樫
史
子
集
の
昭
分
方
式
を
採
用
し
て
以
来
、
歴
代
正
史
の
そ
れ
を
含
む
総
て
の
文
献
目
録
の
基

本
方
式
と
し
て
固
定
す
る
よ
う
に
震
っ
た
こ
と
を
想
う
と
、
現
晋
の
聞
に
於
け
る
此
の
蒔
換
は
淘
に
歴
史
的
意
味
を
荷
う
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
之
に
依
っ
て
蓄
来
の
七
分
類
方
式
が
全
く
滅
亡
し
た
の
で
は
な
い
。
陪
志
に
よ
る
と
、
宋
の
王
倹
に
七
志
の
撰
が
有
り
、
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梁
の
院
孝
緒
に
七
錬
の
撰
が
有
っ
た
の
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
其
の
項
目
に
就
い
て
注
目
す
べ
き
努
化
が
現
れ
、
決
し
て
漢

代
の
七
分
法
そ
の
ま
ま
の
方
式
を
墨
守
し
た
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
院
孝
絡
の
七
録
は
、
惰
志
に
よ
れ
ば
、

一
日
鰹
典
雄
師
、
紀
六
事
、
二
日
記
俸
錦
、
紀
史
停
、
三
田
子
兵
録
、
紀
子
書
兵
書
、
四
日
文
集
録
、
紀
詩
賦
、
五
日
技
術
録
(
例
制
一日脚)、

紀
術
数
、
六
回
一
例
録
、
七
日
道
録
へ
七
銭
自
序
作
品
開
)
、

戸
法
録
仙
道
録
」

と
あ
る
か
ら
、
劉
歓
七
略
の
項
目
と
は
大
い
に
異
り
、
史
部
は
名
賓
と
も
に
濁
立
の
地
位
を
興
え
ら
れ
て
い
る
。
此
よ
り
古
い
王
倹
の
七
志
は

-第
一
目
の
経
典
志
の
中
に
史
書
を
同
居
さ
せ
て
い
た
が
、
向
お
「
紀
中
ハ
塞
小
皐
史
記
雑
停
」
と
言
い
、
歴
史
記
録
を
春
秋
類
に
埋
浸
す
る
よ
う

つ
ま
り
此
等
は
七
分
類
方
式
を
俸
統
上
維
持
し
な
が
ら
も
、
歴
史
記
録
の
分
離
濁
立
と
い

な
方
式
は
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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う
大
勢
か
ら
影
響
さ
れ
ず
に
は
済
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
院
孝
緒
は
七
銭
の
自
序
に
お
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
項
目
に
よ
る
七
分
類
方
式
を

披
用
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
紀
傍
錬
に
就
い
て
は
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劉
王
以
衆
史
合
子
春
秋
、
劉
氏
之
世
、
史
書
甚
寡
、
附
見
春
秋
、
誠
得
其
例
、
今
衆
家
記
停
、
倍
於
経
典
、
猶
従
此
志
、
貧
震
繁
燕
、
且

七
略
詩
賦
不
従
六
事
詩
部
、
蓋
由
其
書
既
多
、
所
以
別
掲
一
略
、
今
依
擬
斯
例
、
分
出
衆
史
、
序
記
俸
録
、

と
言
う
。
詩
賦
略
が
漢
代
か
ら
濁
立
し
た
の
も
其
の
書
が
多
い
痛
め
で
あ
っ
た
如
く
、
史
書
が
盛
ん
に
撰
著
さ
れ
る
現
在
に
於
い
て
は
、
之
を

・濁
立
の
分
目
に
し
な
け
れ
ば
目
録
と
し
て
の
鹿
理
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
。
文
献
の
量
的
認
識
に
止
っ
て
、
質
の

問
題
即
ち
歴
史
記
録
を
盛
行
せ
し
め
た
意
識
の
問
題
に
は
、
表
面
上
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
保
令
言
葉
還
り
に
解
し
て
目
録
技

術
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
て
も
、
院
孝
緒
を
し
て
量
の
増
加
を
率
直
に
分
類
方
式
の
上
に
反
映
せ
し
め
た
所
以
の
も
の
は
軽
視
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
閉
そ
の
も
の
に
封
す
る
根
本
的
な
反
省
、
盟
か
な
人
間
性
へ
の
憧
憶
は
、
規
正
日
精
神
文
化
の
基
調
を
篇
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
嘗
然
、

如
何
に
し
て
よ
り
よ
く
生
き
る
か
、
如
何
に
し
て
人
間
生
活
の
内
容
を
豊
富
に
す
べ
き
か
、

と
い
う
欲
求
と
相
互
に
関
聯
し
て
展
開
さ
れ
る
。
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こ
の
時
期
に
於
い
て
、
文
事
や
襲
術
の
世
界
に
在
っ
て
、
従
来
そ
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
績
々
と
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
新
た

な
領
域
を
開
拓
し
て
い
っ
た
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
精
神
生
活
の
内
容
が
種
々
の
形
で
抜
大
充
賞
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
史
撃
の
分
野

に
於
い
て
も
歴
史
の
世
界
の
搬
大
に
関
聯
を
有
す
る
新
し
い
著
述
が
痛
さ
れ
た
と
し
て
も
、
何
等
不
可
解
で
は
な
い
。
史
部
の
書
を
目
録
の
上

で
濁
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
直
接
の
原
因
た
る
歴
史
記
録
の
量
的
増
加
の
賓
相
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
存
形
式
を
取
る
記
録
の
増
加
も
さ

る
事
な
が
ら
、
新
形
式
の
琵
生
に
負
う
所
が
少
く
な
い
。
量
の
問
題
が
直
ち
に
質
の
問
題
に
な
り
得
た
の
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
歴
史
そ
の

も
の
に
劃
す
る
観
念
の
出
現
化
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

×

×

 

惰
志
の
正
史
の
中
に
、
通
史
四
百
八
十
巻
(
柑
酷
誠
一
杭
鳩
山
山
)
と
栴
す
る
一
書
が
見
え
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
此
の
書
は
梁
の
武
帝
の
撰
に

係
り
、
三
皇
に
起
り
梁
に
詑
る
範
聞
の
記
録
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
史
、
通
は
此
の
書
房
」
六
百
二
十
巻
と
矯
し
、

× 

× 

其
醤
自
案
以
上
皆
以
史
一
記
魚
木
、
而
別
採
他
読
以
康
異
聞
、
至
雨
漢
巳
還
、
則
全
録
賞
時
紀
停
、
而
上
下
遁
達
、

臭
味
相
依
、

文
奥
田
明
二



主
皆
入
世
家
、
五
胡
及
拓
抜
氏
列
於
夷
秋
停
、
大
抵
其
値
皆
如
史
記
、
其
所
信
用
異
者
、
唯
無
表
而
己
、

と
停
え
て
い
る
の
に
依
っ
て
、
大
健
の
構
成
は
努
葬
し
得
ょ
う
。
梁
書
武
帝
紀
は
此
の
書
が
武
帝
の
末
期
の
大
清
二
年
に
成
っ
た
こ
と
、
並
び

に
武
帝
が
自
ら
賛
序
を
作
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
而
し
て
呉
均
俸
に
、

均
免
職
、
尋
召
撰
通
史
、
起
三
皇
迄
賓
代
、
均
草
本
紀
世
家
、
功
畢
、
列
停
未
就
卒
、

と
見
え
る
か
ら
、
呉
均
が
賓
務
に
携
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
遁
史
撰
著
の
意
志
は
固
よ
り
武
帝
に
出
で
、
そ
の
護
意
は
ま
た
嘗
時

の
史
息
一
ゐ
動
向
に
関
係
す
る
現
象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
朝
時
代
は
濁
り
梁
に
限
ら
ず
一
般
に
史
皐
え
の
閥
心
が
高
《
、

の
文
帝
は
裳
松
之
を
し
て
三
園
志
の
注
を
作
ら
し
め
た
の
み
で
な
く
、
儒
皐
館
・
玄
皐
館
・
文
事
館
と
並
ん
で
史
皐
館
を
立
て
、
何
承
天
を
そ

既
に
宋

の
責
任
者
と
し
て
史
率
専
門
の
拳
校
を
設
立
し
て
い
る
し
、
明
帝
は
泰
始
六
年
に
線
明
観
を
立
て
、

部
拳
」
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
史
皐
を
濁
立
の
一
科
と
し
て
待
遇
す
る
措
置
を
講
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
史
拳
が
一
つ
の
領
域
を

有
す
る
皐
問
と
認
め
ら
れ
て
来
た
一
般
情
勢
を
反
映
し
、
惰
志
史
部
に
著
録
す
る
文
献
の
吟
味
を
通
し
て
得
ら
れ
た
結
論
と
符
節
を
合
す
る
と

「
此
の
書
若
し
成
ら
ば
衆

「
事
土
二
十
人
、
分
矯
儒
道
文
史
陰
陽
五

言
っ
て
よ
い
。
梁
の
武
帝
は
斯
る
趨
勢
の
下
に
於
い
て
遁
志
の
編
纂
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
人
に
語
、げ
て
、
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史
贋
す
ベ
し
」
と
回
っ
た
事
賞
か
ら
禁
す
る
と
、
最
高
の
権
威
を
以
て
自
任
し
た
態
度
が
見
え
名
。
通
史
に
劃
す
る
か
か
る
絶
大
な
期
待
は
何

に
由
っ
て
得
ら
れ
た
が
を
考
え
る
に
、
此
の
書
は
上
に
も
一
言
し
た
如
く
、
漢
代
ま
で
の
記
事
内
容
に
お
い
て
は
、
綜
合
的
特
徴
は
存
す
る
と

し
ず
へ
も
、
新
た
に
未
知
の
事
貫
を
附
加
し
た
り
不
詳
に
鯖
し
た
問
題
を
考
謹
し
た
と
考
う
べ
き
要
素
は
無
い
。
ま
た
三
園
に
つ
い
て
は
呉
萄
二

主
を
世
家
に
収
め
、
更
に
五
胡
や
拓
抜
氏
を
夷
秋
俸
に
列
し
た
と
稿
せ
ら
れ
る
が
、
前
者
は
三
園
志
の
精
神
を
継
承
し
た
に
遇
ぎ
ず
、
後
者
も

異
族
に
劃
す
る
中
夏
主
義
の
結
果
と
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
此
の
書
の
濁
創
と
は
篤
し
得
な
い
。
既
に
然
る
以
上
、
武
帝
が
此
の
書
に
寄
せ
た
期

待
と
誇
り
と
の
根
擦
は
、
主
と
し
て
通
史
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
劉
知
幾
は
遁
史
を
六
家
の
う
ち
の
史
記
家
に
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入
れ
て
い
る
が
、
断
代
史
で
な
い
酷
と
紀
俸
鐙
を
採
っ
た
貼
と
に
於
い
て
は
確
か
に
史
記
と
共
通
の
性
格
は
存
す
る
が
、
南
者
が
其
の
理
念
ま

で
も
全
く
同
一
で
あ
っ
た
と
は
定
め
難
い
。
紀
俸
健
史
の
登
場
に
よ
っ
て
一
度
び
退
け
ら
れ
た
編
年
健
史
は
漢
紀
の
現
出
を
境
と
し
て
再
び
新
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し
い
精
神
の
下
に
復
活
し
た
が
、
晋
の
築
資
の
春
秋
後
語
を
除
い
て
は
総
て
断
代
の
歴
史
の
み
で
、
遁
史
の
形
を
取
っ
た
も
の
は
一
も
無
い
。

紀
傍
槌
史
に
お
い
て
も
通
代
史
の
制
作
を
見
な
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
築
資
の
作
も
、
も
と
も
と
職
闘
策
や
史
記
を
資
料
と
し
て
春
秩

と
漢
と
の
空
隙
を
塞
ぐ
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
分
な
意
味
に
お
い
て
通
代
史
の
篠
件
を
漏
す
自
費
が
存
し
た
か
否
か
疑
わ
し

い
。
目
録
に
就
い
て
見
て
も
、

漠
志
は
固
よ
り
陪
志
に
在
っ
て
も
、
遁
代
の
歴
史
が
現
れ
た
誼
擦
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
梁

の
武
帝
の
通
史
六
百
絵
巻
が
史
撃
と
し
て
全
く
新
し
い
構
想
の
下
に
創
案
さ
れ
た
と
考
う
べ
き
理
由
は
十
分
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
記
事
内

容
の
更
新
附
加
を
困
る
べ
き
品
跡
地
が
殆
ん
ど
無
い
欣
態
の
下
に
在
っ
て
、
猫
お
且
つ
上
古
以
来
の
通
史
を
編
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
期
待
と
が

強
く
武
帝
を
刺
戟
し
た
の
は
、
要
す
る
に
現
代
に
射
す
る
歴
史
的
認
識
が
彼
に
お
い
て
高
ま
っ
た
矯
め
に
外
な
ら
な
い
。
自
己
の
生
存
す
る
現

代
の
有
す
る
歴
史
的
意
義
或
い
は
債
値
に
針
す
る
反
省
が
深
め
ら
れ
た
場
合
、
現
代
が
如
何
な
る
歴
史
的
積
層
の
上
に
成
立
す
る
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
以
て
之
に
臆
え
よ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
決
し
て
不
可
解
で
は
な
い
。
武
帝
の
精
神
は
こ
こ
に
存
す
る
。
天
子
と
し
て
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南
朝
に
於
け
る
最
大
の
園
家
機
力
を
掌
握
し
最
大
の
天
下
意
識
を
抱
懐
し
得
た
彼
が
、
高
級
貴
族
た
る
自
己

一
身
の
存
在
意
義
を
反
省
し
た
だ

け
で
も
、
厩
史
的
回
顧
の
念
を
惹
起
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
贋
く
梁
の
園
家
、
更
に
は
全
天
下
を
覗
野
に
収
め
た
時
、
か
か
る
構

造
を
も
っ
歴
史
的
現
在
に
就
い
て
、
よ
り
深
く
歴
史
的
究
明
を
加
え
よ
う
と
す
る
欲
求
を
生
じ
た
の
は
嘗
然
と
言
っ

て
よ
い
。
断
代
史
や
部
分

的
時
代
史
は
、
こ
の
種
の
欲
求
に
は
決
し
て
十
分
に
は
貢
献
し
な
い
。
濁
り
上
古
以
来
の
通
代
史
の
み
が
、
現
代
に
至
る
歴
史
の
積
層
を
解
明

す
る
意
味
に
於
い
て
、
こ
の
欲
求
に
直
接
腔
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
武
帝
が
経
及
び
諸
子
の
書
に
闘
す
る
多
く
の
業
績
を
残
し
た
の
は
、

之
を
可
能
な
ら
し
め
た
祉
禽
的
係
件
と
彼
自
身
の
盟
富
な
事
殖
に
大
い
に
関
係
し
て
い
る
が
、
し
か
し
根
本
的
に
は
彼
の
現
代
に
劃
す
る
意
識

の
問
題
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
経
子
の
注
解
が
そ
れ
を
現
代
に
生
か
す
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
衆
史
を
取
捨
し
て
新
た
に
通
代
史
を
作
る
精

一
仰
と
相
通
ず
る
。
武
帝
が
通
史
に
於
い
て
事
質
上
の
編
纂
は
皐
者
に
任
せ
な
が
ら
も
、
濁
り
賛
序
の
み
は
自
ら
手
を
下
し
た
と
言
わ
れ
る
の
も、

こ
の
部
分
に
自
己
の
史
論
を
開
陳
す
る
自
由
が
存
し
、
通
史
の
荷
う
べ
き
重
要
な
使
命
を
托
し
得
る
か
ら
で
あ
る。

(
一
九
五
九
年
五
月
)



Historical Consciousness in the Six Dynasties as Seen in the History 

Section of the Bibliography of the Sui-shu晴書

Toshio Shigezawa 

All historical records are written on the basis of the author's con-

sciousness of history. The p陀 sentwriter wi11 study the historical con・

sciousness of the Six Dynasties by analysing the character of the works in 

the Sui-shu ching-chi-chih shih-pu陪書経籍志史部

1. The importance of chronological histories， once replaced by annal 

and biography type histories， was once more recognized. It was admitted 

that chronological recording also may exactly explain the structure of 

history. 

2. The compilation of the T'ung-shih通史 byEmperor Wu武 atthe 

Liang梁 Dynastywas supported by his respect for the contemporary age. 

3. The prevalence of ch'i-chu-chu起居注， day by day records of the 

emperor's daily life， shows that the idea of preserving accurate records I 

and instruction by it had arisen. 

4. Changes in the understanding of history made it possible to write 

imaginary and fictional history which had not previously been thought to 

be the object of historical recording. 

5. The appearance of an independent shih-pu or history section in 

the-bibliography refl.ects the changes in historical recording and further in 

the consciousness of history. 

On the Bodyguards of the Warlords in the Six Dynasties 

Hideo Kikuchi 

Types of corvee in the T'ang唐 Dynasty，such as fang-ko防閤， pai-

chih白直， ch'il1-shih親事， chang-nei帳内， chang -shen伎身， sui-shen随身，

etc・， ，have their origin in the Six Dynasties. Those who were engaged. in 

this kind of corvee were at that time the entourage organized as body-
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