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韓
志
和
伝
説 

王
勇
『
中
国
史
の
な
か
の
日
本
像
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
よ
り 

  

蘇
鶚
の
著
わ
し
た
『
杜
陽
雑
編
』
に
、
倭
人
韓
志
和
の
神
業
と
も
い
う
べ
き
彫
刻
の
技
芸
が
、
虚
構
と
も
真
実

と
も
つ
か
な
い
説
話
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。『
杜
陽
雑
編
』
と
い
う
書
物
は
、『
新
唐
書
』・『
郡
斎
読
書
志
』
・

『
四
庫
全
書
』
な
ど
に
は
小
説
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
韓
志
和
の
物
語
は
史
実
と

異
な
っ
て
、
虚
構
の
成
分
を
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 

 

し
か
し
物
語
の
主
人
公
を
、
陳
舜
臣
氏
の
述
べ
た
よ
う
に
新
羅
人
で
も
ア
ラ
ビ
ア
人
で
も
な
く
、
と
く
に
日
本

人
と
し
た
の
は
、「
や
は
り
唐
代
の
中
国
の
日
本
像
の
な
か
に
、
（
中
略
）
小
さ
な
精
巧
な
も
の
を
つ
く
る
の
が
上

手
で
あ
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
か
ら
」
①

で
あ
る
。 

 

森
克
己
氏
も
「
こ
の
一
篇
の
物
語
は
極
め
て
怪
奇
な
、
あ
り
そ
う
に
も
な
い
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、
と
も
か
く

も
、
こ
の
怪
奇
な
物
語
に
よ
っ
て
日
本
人
に
は
韓
志
和
の
如
き
精
妙
な
技
術
の
所
有
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
大

陸
の
人
々
の
脳
裏
に
刻
み
込
ん
だ
に
相
違
な
い
」
②

と
論
じ
て
い
る
。 

 

１
、
韓
志
和
の
技
芸 

 

 

唐
の
蘇
鶚
の
著
し
た
『
杜
陽
雑
編
』
三
巻
は
五
十
三
条
の
独
立
し
た
記
事
か
ら
成
り
立
ち
、
代
宗
の
広
徳
元
年

（
七
六
三
）
か
ら
懿
宗
の
咸
通
十
四
年
（
八
七
三
）
に
か
け
て
の
唐
代
十
朝
の
こ
と
を
主
と
し
て
記
し
て
い
る
が
、
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筆
墨
の
多
く
は
周
辺
地
域
の
異
聞
奇
談
や
珍
物
宝
器
な
ど
の
記
述
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
読
者
を
興
味
津
々
の
世
界
へ
い
ざ
な
う
。
た
と
え
ば
、
巻
中

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
倭
人
韓
志
和
の
事
績
も
、
じ
つ
に
面
白
い
筋
書
き
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
全

文
を
読
み
く
だ
し
な
が
ら
、
適
宜
に
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
み
る
。 

 

 

飛
竜
衞
士
韓
志
和
は
、
も
と
よ
り
倭
国
の
人
で
あ
る
。
木
を
彫
っ
て
鸞
・
鶴
・
鴉
・
鵲
の
状
を
作
る
の
が

得
意
で
あ
る
。
そ
の
飲
啄
動
静
は
本
物
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
関
捩
を
腹
の
中
に
取
り
つ
け
、
こ
れ
を
発
動

す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
雲
を
凌
い
で
高
さ
百
尺
ほ
ど
に
飛
び
あ
が
り
、
一
～
二
百
歩
も
遠
く
飛
ん
で
始
め
て
落

下
す
る
。
ま
た
木
を
刻
ん
で
猫
児
を
つ
く
っ
て
鼠
や
雀
を
捕
ら
え
さ
せ
る
。
飛
竜
の
抜
群
な
技
芸
が
つ
い
に

皇
帝
に
報
告
さ
れ
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
皇
帝
は
た
い
へ
ん
喜
ん
だ
と
い
う
。 

  

韓
志
和
は
た
ん
な
る
彫
刻
の
名
手
だ
け
で
な
く
、
物
理
学
に
も
精
通
し
て
い
る
よ
う
で
、
木
彫
り
の
鳥
獣
の
腹

内
に
か
ら
く
り
を
巧
み
に
装
着
し
、
そ
れ
を
発
動
す
る
と
、
鳥
類
は
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
空
中
を
高
く
飛
ば
せ
、

木
猫
は
ネ
ズ
ミ
と
ス
ズ
メ
を
逃
さ
ず
に
捕
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

ち
な
み
に
、
鸞
は
鶏
に
似
て
い
て
、
羽
毛
は
五
色
を
ま
じ
え
、
鳴
き
声
は
音
楽
の
調
子
に
ぴ
っ
た
り
合
う
と
い

う
空
想
の
神
鳥
で
、
鳳
凰
の
一
種
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
鴉
は
カ
ラ
ス
の
こ
と
、
鵲
は
喜
鵲
と
も
い
っ
て
、
七
夕
の

夜
空
に
牽
牛
と
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
橋
を
か
け
て
く
れ
る
カ
サ
サ
ギ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
業
に
も
匹
敵

す
る
腕
前
の
実
演
を
ご
覧
に
な
っ
た
皇
帝
は
た
い
へ
ん
喜
ん
だ
と
い
う
。 
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志
和
は
さ
ら
に
高
さ
数
百
尺
の
踏
床
を
彫
り
、
そ
の
上
に
金
銀
の
彩
絵
を
描
い
て
飾
り
、
見
竜
床
と
名
づ

け
る
。
こ
れ
は
置
い
た
ま
ま
で
は
竜
形
が
見
え
な
い
が
、
も
し
踏
み
台
に
足
を
乗
せ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
鱗
鬣

爪
牙
が
顕
わ
れ
る
。
始
め
て
進
る
に
お
よ
ん
で
、
皇
帝
は
足
を
履
む
と
、
竜
が
夭
矯
と
し
て
雲
雨
を
得
た
か

の
よ
う
に
現
わ
れ
て
く
る
。
皇
帝
は
怖
れ
畏
き
、
つ
い
に
撤
去
さ
せ
た
。 

  

さ
き
の
木
鳥
と
木
猫
の
実
演
を
唐
帝
か
ら
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
に
、
か
な
り
自
信
を
つ
け
た
韓
志
和
は
、
今

度
こ
そ
と
思
っ
て
豪
華
な
ベ
ッ
ド
を
念
入
り
に
こ
し
ら
え
た
。
金
銀
の
彩
色
に
飾
ら
れ
た
ベ
ッ
ド
に
は
、
竜
形
の

彫
刻
を
か
す
か
に
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
遠
く
か
ら
は
気
づ
か
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
踏
み
台
に
足
を
乗
せ
る
と
、
た

ち
ま
ち
に
光
る
鱗
片
・
揺
れ
動
く
た
て
が
み
・
す
る
ど
い
爪
・
む
き
出
す
き
ば
が
生
々
し
く
現
わ
れ
て
く
る
。
あ

ま
り
に
も
真
に
迫
ま
っ
た
不
気
味
さ
に
、
さ
す
が
の
唐
帝
も
び
っ
く
り
仰
天
、
さ
っ
そ
く
撤
去
を
命
じ
た
。 

 

 

志
和
は
上
の
前
に
伏
し
て
「
臣
は
愚
昧
に
し
て
聖
躬
を
驚
き
忤
ら
う
こ
と
を
致
し
て
し
ま
っ
た
。
願
わ
く

は
別
に
薄
伎
を
た
て
ま
り
、
や
や
至
尊
の
耳
目
を
娯
し
ま
せ
、
死
罪
を
贖
い
た
く
存
ず
る
」
と
い
う
。
皇
帝

は
笑
ん
で
「
汝
の
出
来
る
伎
を
朕
の
た
め
に
披
露
し
て
く
れ
」
と
仰
せ
る
。
志
和
は
つ
い
に
懐
中
か
ら
桐
木

の
合
子
を
取
り
出
す
。
数
寸
四
方
で
、
中
に
は
物
が
あ
り
、
蠅
虎
子
と
名
づ
く
。
そ
の
数
は
一
、
二
百
ほ
ど

あ
り
、
丹
砂
を
も
っ
て
赤
く
塗
っ
て
い
る
と
い
う
。 
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と
こ
ろ
で
、
精
魂
を
こ
め
て
仕
上
げ
た
侈
麗
な
「
見
竜
床
」
を
披
露
し
て
意
気
揚
々
と
な
っ
た
韓
志
和
は
、
思

い
が
け
な
く
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
皇
帝
か
ら
カ
ン
カ
ン
と
怒
鳴
り
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
、「
勘

弁
し
て
く
だ
さ
れ
、
今
よ
い
も
の
を
ご
覧
に
い
れ
ま
す
か
ら
」
と
い
っ
て
、
懐
中
に
忍
ば
せ
て
い
た
桐
の
箱
を
そ

っ
と
取
り
だ
し
た
。
箱
の
中
に
は
丹
塗
り
の
「
蠅
虎
子
」（
蜘
蛛
の
一
種
）
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
て
あ
る
。 

 

 

す
な
わ
ち
分
け
て
五
隊
と
な
し
、
涼
州
を
舞
わ
せ
る
。
皇
帝
は
楽
隊
を
召
し
て
そ
の
曲
を
奏
③

さ
せ
、
而
し

て
虎
子
は
盤
廻
宛
転
し
て
、
拍
子
に
中
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。
詞
を
致
す
所
に
な
る
と
す
な
わ
ち
隠
々
と
し

て
蠅
声
の
ご
と
く
発
す
る
。
曲
が
終
わ
る
に
お
よ
ん
で
、
尊
卑
の
等
級
が
あ
る
か
の
よ
う
に
累
々
と
し
て
退

く
。 

  

文
中
の
「
涼
州
」
は
す
な
わ
ち
涼
州
曲
の
略
で
、
唐
の
段
安
節
の
編
ん
だ
『
楽
府
雑
録
』（
舞
工
）
に
、
緑
腰
・

蘇
合
香
・
屈
拓
・
団
円
旋
・
甘
州
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
た
唐
代
軟
舞
曲
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
も
と
も
と
西
涼
一
帯

（
い
ま
の
甘
粛
省
あ
た
り
）
の
地
方
楽
舞
だ
っ
た
の
が
、
唐
の
開
元
年
間
（
七
一
三
～
七
四
一
）
西
涼
府
の
都
督

を
つ
と
め
た
郭
知
運
に
よ
っ
て
長
安
に
も
た
ら
さ
れ
、
宮
廷
舞
楽
と
し
て
は
や
り
だ
し
た
。 

 

 

韓
志
和
の
彫
り
刻
ん
だ
蠅
虎
子
は
、
唐
の
宮
廷
楽
隊
の
伴
奏
に
あ
わ
せ
て
、
当
時
流
行
の
涼
州
曲
を
み
ご
と
に

踊
っ
て
み
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
空
中
を
跳
躍
し
て
ハ
エ
を
と
ら
え
る
特
技
も
、
唐
帝
の
前
で
堂
々
と
披
露
し
た
。 

 

 

 

志
和
は
虎
子
を
臂
に
載
せ
て
、
皇
帝
の
前
に
お
い
て
蠅
を
数
百
歩
の
内
に
猟
ら
せ
る
。
鷂
が
雀
を
捕
え
る
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よ
う
に
、
穫
れ
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
皇
帝
は
、
そ
の
小
し
く
観
る
べ
き
技
を
嘉
み
し
て
、
雑
彩
の

銀
碗
を
賜
わ
っ
た
。
志
和
は
宮
門
を
出
て
、
こ
と
ご
と
く
他
人
に
そ
れ
を
譲
っ
て
し
ま
う
。
年
を
逾
え
ず
し

て
、
つ
い
に
志
和
の
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。 

  

韓
志
和
は
蠅
虎
子
を
手
に
し
て
、
そ
れ
を
放
つ
と
、
数
百
歩
内
外
の
ハ
エ
を
正
確
に
と
ら
え
さ
せ
る
。
こ
う
し

て
、「
見
竜
床
」
の
件
で
し
く
じ
っ
た
が
、
涼
州
曲
を
お
ど
り
、
ハ
エ
を
と
ら
え
る
「
蠅
虎
子
」
の
披
露
に
よ
っ
て
、

そ
の
非
凡
な
彫
刻
技
芸
を
よ
う
や
く
鑑
賞
眼
の
も
っ
と
も
厳
し
い
唐
帝
に
認
め
さ
せ
る
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。 

 

 

「
宮
門
を
出
で
、
こ
と
ご
と
く
他
人
に
転
施
す
。
年
を
逾
え
ず
し
て
、
つ
い
に
志
和
の
所
在
を
知
ら
ず
」
を
も

っ
て
一
編
の
物
語
を
結
ば
せ
る
と
こ
ろ
に
、
韓
志
和
た
る
人
物
の
神
秘
性
を
ま
す
ま
す
深
め
、
そ
の
出
身
地
と
さ

れ
る
「
倭
」
の
神
仙
郷
伝
説
を
匂
わ
せ
て
い
る
。 

 
 

 

２
、
飛
騨
工
の
伝
承 

 

 

韓
志
和
の
彫
刻
技
芸
の
記
事
は
、『
杜
陽
雑
編
』
の
ほ
か
、
沈
汾
の
『
続
仙
伝
』、
杜
光
庭
の
『
仙
伝
拾
逸
』、
馮

贄
の
『
雲
仙
雑
記
』
、
李
昉
ら
の
『
太
平
御
覧
』、
曾
慥
の
『
類
説
』
な
ど
の
唐
宋
時
代
の
筆
記
小
説
類
に
も
転
載

さ
れ
て
お
り
④

、
そ
の
流
布
の
広
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

 

 

江
戸
時
代
の
儒
学
者
松
下
見
林
は
、
も
っ
と
も
早
く
こ
の
記
事
に
注
目
し
た
一
人
で
あ
る
。
彼
は
元
祿
元
年
（
一

六
八
八
）
に
歴
代
の
中
日
関
係
資
料
を
あ
つ
め
た
『
異
称
日
本
伝
』
を
書
き
あ
げ
、
巻
上
に
『
太
平
御
覧
』
か
ら

韓
志
和
の
記
事
を
採
録
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
証
し
て
い
る
。 
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穆
宗
は
日
本
の
嵯
峨
天
皇
、
淳
和
天
皇
の
世
に
あ
た
る
。
む
か
し
本
朝
の
飛
騨
国
に
匠
氏
が
多
く
、
巧
み

に
宮
殿
・
寺
院
を
作
り
、
ま
た
木
偶
人
を
つ
く
っ
て
動
容
周
旋
す
る
の
は
生
き
物
の
よ
う
で
あ
る
。
今
に
至

っ
て
も
飛
騨
工
と
称
す
る
。
韓
志
和
の
ご
と
き
は
お
そ
ら
く
飛
騨
国
の
人
だ
ろ
う
。
道
術
が
あ
っ
て
品
性
も

廉
い
。 

 

  

松
下
見
林
の
唱
え
た
飛
騨
工
説
は
惜
し
く
も
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
那
波
利
貞
氏
の
詳
し
い
文
献
考

証
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
補
強
さ
れ
た
。
那
波
氏
は
ま
ず
「『
杜
陽
雑
編
』
に
見
え
た
る
韓
志
和
」
を
世
に
問
わ
せ
、

つ
づ
い
て
前
稿
の
言
い
尽
き
ぬ
と
こ
ろ
を
お
ぎ
な
っ
て
「
補
遺
」
を
公
表
し
た
⑤

。
以
下
、
い
さ
さ
か
私
見
を
ま
じ

え
な
が
ら
、
那
波
説
を
紹
介
し
て
み
る
。 

 

 

平
安
時
代
か
ら
、
飛
騨
工
は
木
彫
り
の
特
技
を
も
っ
て
た
び
た
び
宮
中
に
呼
び
だ
さ
れ
、
名
声
を
天
下
に
馳
せ

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
む
か
し
、
数
人
の
飛
騨
工
が
日
夜
と
な
く
思
案
を
め
ぐ
ら
し
、
生
身
の
ご
と
き
人
形
を
作

り
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
宮
女
は
こ
の
人
形
に
恋
い
を
し
て
男
女
の
ち
ぎ
り
を
結
び
、
つ
い
に
「
木
子
」
と
名
づ

け
た
子
供
を
生
ん
だ
と
い
う
奇
談
は
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
に
編
ま
れ
た
『
塵
添
壒
嚢
鈔
』
に
語
ら
れ
て
い

る
。 

 

 

飛
騨
工
と
い
う
と
、
だ
れ
か
特
定
の
人
物
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
じ
つ
は
ふ
る
く
飛
騨
国
に
住
み
つ
く
大
工
の

名
人
を
総
称
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
江
戸
時
代
の
中
ば
ご
ろ
、
易
学
の
研
究
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
新
井
祐

登
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
『
牛
馬
問
』
四
巻
を
著
わ
し
、
韓
志
和
を
飛
騨
工
の
一
人
と
想
定
し
て
、
次
の
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よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

 
何
と
や
ら
む
題
す
る
書
に
、
飛
騨
の
匠
は
一
人
の
名
に
て
入
唐
せ
し
な
ど
と
来
歴
を
引
き
て
書
き
た
る
本

あ
れ
ど
も
、
そ
の
愚
説
案
に
落
ち
ず
、
飛
騨
は
良
匠
の
多
き
な
れ
ど
、
そ
の
う
ち
よ
り
一
人
ふ
た
り
は
異
国

へ
も
行
く
な
る
べ
し
。（
原
文
） 

 

  

飛
騨
工
の
も
つ
神
業
は
か
え
っ
て
災
い
の
も
と
な
り
、
か
れ
ら
は
為
政
者
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
奴
隷
の
よ
う

に
酷
使
さ
れ
、
そ
の
苦
役
に
耐
え
ら
れ
ず
に
逃
亡
を
企
て
る
も
の
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。
延
暦
十
五
年
（
七

九
六
）
十
一
月
、
朝
廷
は
逃
亡
者
を
と
ら
え
さ
せ
、
も
し
隠
す
も
の
あ
れ
ば
勅
命
に
逆
ら
う
罪
を
問
う
と
い
う
捕

獲
令
を
諸
国
に
く
だ
し
た
（『
日
本
後
記
』）。
役
人
の
追
っ
手
を
お
そ
れ
て
逃
げ
ま
わ
っ
た
飛
騨
工
の
う
ち
、
つ
い

に
波
立
つ
荒
海
を
よ
こ
ぎ
っ
て
海
外
に
活
路
を
も
と
め
る
冒
険
者
も
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

 

山
崎
闇
斎
の
門
に
入
っ
て
神
道
の
奥
秘
を
き
わ
め
、
柔
道
と
剣
道
を
得
意
と
し
た
井
沢
長
秀
は
、
正
徳
五
年
（
一

七
一
五
）
世
に
出
し
た
『
広
益
俗
語
弁
』（
正
編
巻
十
三
）
に
、
飛
騨
内
匠
と
い
う
職
人
の
数
奇
な
入
唐
経
歴
を
載

せ
て
い
る
。
韓
志
和
の
物
語
り
に
似
た
り
よ
っ
た
り
の
伝
奇
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ま
し
は
次
の
と
お
り
。 

 

 

む
か
し
、
飛
騨
内
匠
と
い
う
者
は
唐
へ
わ
た
ろ
う
と
し
て
、
木
製
の
鳶
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
乗
っ
て
築
前
を
す

ぎ
る
と
き
、
彼
を
う
ら
む
も
の
が
矢
を
は
な
っ
た
が
、
内
匠
に
は
あ
た
ら
ず
、
木
鳶
の
片
羽
を
命
中
し
た
。
そ
の

羽
の
落
ち
た
と
こ
ろ
を
羽
形
と
い
い
、
の
ち
に
博
多
と
あ
ら
た
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
内
匠
は
お
そ
れ
ず
、

片
羽
だ
け
で
唐
に
わ
た
っ
た
。
在
唐
中
、
唐
人
を
娶
っ
た
が
、
妻
が
妊
娠
十
か
月
の
こ
ろ
、
日
本
に
帰
っ
て
し
ま
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っ
た
。
ま
も
な
く
男
の
子
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
子
が
十
三
歳
に
な
っ
た
と
き
、
肉
親
さ
が
し
に
父
の
国
へ
や
っ
て

き
た
。
内
匠
は
わ
が
子
の
こ
と
か
ど
う
か
を
疑
い
、「
ほ
ん
と
う
に
わ
が
子
な
ら
ば
、
仏
像
の
半
分
を
作
っ
て
み
よ

う
。
わ
た
し
も
あ
と
の
半
分
を
作
る
か
ら
、
も
し
両
方
が
ぴ
っ
た
り
合
え
ば
、
信
じ
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
っ
た
。

結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
作
っ
た
も
の
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
り
っ
ぱ
な
仏
像
と
な
っ
た
か
ら
、
わ
が
子
の
こ
と
を
信
じ

た
と
い
う
。 

 

 

飛
騨
内
匠
が
す
な
わ
ち
韓
志
和
そ
の
人
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
飛
騨
国
の
職
人
の
だ
れ
か
が
中
国
へ

わ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
伝
説
か
ら
も
十
分
に
想
像
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

 

さ
て
、
韓
志
和
の
関
係
史
料
を
詳
し
く
考
察
し
た
那
波
利
貞
氏
は
、『
今
昔
物
語
』
二
十
四
に
出
て
く
る
絵
技
を

も
っ
て
鳴
る
百
済
川
成
と
腕
比
べ
を
し
た
飛
騨
工
の
話
に
目
を
つ
け
、
韓
志
和
が
唐
に
名
を
あ
げ
て
か
ら
帰
国
し
、

そ
し
て
画
壇
を
独
歩
し
た
百
済
川
成
と
わ
ざ
を
戦
わ
せ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
も
想
像
の
域
を
出

な
い
も
の
で
、
事
実
の
真
相
は
お
そ
ら
く
永
遠
の
な
ぞ
に
つ
つ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

３
、
伝
説
の
土
壌 
 

 

文
字
に
現
わ
れ
る
も
の
は
少
数
の
例
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
は
事
件
後
の
追
記
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
史
実
と
い
う
も
の
は
伝
聞
の
過
程
に
お
い
て
、
い
つ
し
か
虚
構
の
成
分
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば

あ
る
。
そ
の
逆
に
、
一
見
し
て
奇
想
天
外
の
伝
説
で
も
、
な
ん
ら
か
の
形
で
真
実
を
屈
折
し
て
反
映
し
て
い
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。 

 

 

そ
れ
で
は
、
韓
志
和
の
彫
技
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
事
実
を
映
し
だ
し
て
い
る
か
を
、
検
討
し
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て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。『
杜
陽
雑
編
』
の
記
事
に
つ
い
て
、
東
野
治
之
氏
は
き
わ
め
て
慎
重
な

態
度
を
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

 

唐
、
蘇
鶚
の
撰
し
た
『
杜
陽
雑
編
』
に
は
、
奇
巧
に
た
け
た
日
本
の
工
人
韓
志
和
の
話
が
載
せ
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
も
と
に
那
波
利
貞
氏
や
森
克
己
氏
は
、
日
本
人
の
美
術
工
芸
方
面
の
技
術
が
唐
の
人
々
を
感
嘆

さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
た
と
え
史
実
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、

『
杜
陽
雑
編
』
は
あ
く
ま
で
説
話
集
で
あ
り
、
こ
の
話
が
ど
こ
ま
で
事
実
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。(

中

略)

こ
の
よ
う
な
説
話
か
ら
日
本
の
美
術
工
芸
に
対
す
る
一
般
的
評
価
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
な
お
危
険
で
あ

る
と
み
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
⑥ 

  

た
し
か
に
那
波
利
貞
氏
の
よ
う
に
、
伝
説
に
現
わ
れ
る
人
物
を
歴
史
の
な
か
か
ら
無
理
や
り
に
引
き
出
す
の
は
、

た
い
へ
ん
危
険
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
人
々
は
な
ぜ
興
味
津
々
と
語
り
つ
づ
け

る
か
、
と
い
う
問
題
も
無
視
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
説
話
と
い
う
の
は
史
実
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
、
こ
の
時

代
こ
の
地
域
の
読
者
の
心
の
機
微
を
率
直
に
表
わ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 

韓
志
和
と
い
う
人
物
は
実
在
な
の
か
虚
構
な
の
か
を
し
ば
ら
く
さ
て
お
き
、
遣
唐
使
団
の
人
員
構
成
を
し
ら
べ

て
み
る
と
、
大
使
・
副
使
・
判
官
・
録
事
の
い
わ
ゆ
る
四
等
官
お
よ
び
留
学
生
（
僧
）
と
船
員
の
ほ
か
、
メ
ン
バ

ー
に
知
乗
船
事
・
造
舶
都
匠
・
訳
語
（
通
訳
）・
主
神
・
医
師
・
陰
陽
師
・
画
師
・
史
生
・
音
楽
長
・
卜
部
・
雑
師
・

音
楽
生
・
玉
生
・
鍛
生
・
鋳
生
・
細
工
生
・
傔
人
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。 
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そ
の
な
か
で
、
玉
生
・
鍛
生
・
鋳
生
・
細
工
生
は
彫
刻
の
技
術
を
も
つ
職
人
た
ち
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
る
。
か

れ
ら
の
だ
れ
か
が
阿
部
仲
麻
呂
の
よ
う
な
留
学
生
、
円
仁
の
よ
う
な
学
問
僧
、
藤
原
清
河
の
よ
う
な
役
人
と
お
な

じ
く
、
唐
に
と
ど
ま
っ
て
帰
ら
ず
、
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
ん
で
持
ち
前
の
特
技
を
披
露
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
は

十
分
に
あ
り
う
る
で
は
な
い
か
。 

 

 

伝
説
は
ま
っ
た
く
空
想
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
ご
と
に
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
伝
説

が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
土
壌
と
い
う
も
の
が
い
る
。
と
く
に
、
虚
実
な
か

ば
の
『
杜
陽
雑
編
』
の
よ
う
な
書
物
は
、「
説
話
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
蹴
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。 

 

 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
さ
さ
え
る
土
壌
と
は
、
遣
唐
使
時
代
か
ら
の
頻
繁
な
人
員
往
来
と
盛
ん
な
文
物
流

通
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
の
各
節
は
こ
の
意
味
で
、
伝
説
の
土
壌
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

 

韓
志
和
は
実
在
の
人
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
虚
構
の
人
物
な
の
か
。
か
れ
の
披
露
し
た
彫
刻
の
特
技
は
ど
れ
ほ

ど
信
じ
て
よ
い
か
。
こ
れ
ら
の
な
ぞ
を
解
き
あ
か
そ
う
と
し
て
も
、
無
意
味
な
徒
労
に
ひ
と
し
い
で
あ
ろ
う
。
問

題
は
一
般
庶
民
の
感
覚
の
平
均
値
を
も
っ
と
も
直
截
に
映
し
だ
す
唐
代
の
小
説
が
、
こ
の
よ
う
な
神
業
に
も
近
い

特
技
の
持
ち
主
を
倭
人
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る 

 

【
注
釈
】 

① 

陳
舜
臣
「
中
国
の
中
の
日
本
像
」（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、『
世
界
の
中
の
日
本
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
） 

② 

森
克
己
著
『
増
補
日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
）
四
一
五
頁
。 

③ 

原
文
は
「
挙
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
意
よ
り
「
奏
」
に
あ
ら
た
め
た
。 
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④ 

こ
こ
に
あ
げ
た
唐
宋
筆
記
小
説
の
な
か
で
、
沈
汾
の
『
続
仙
伝
』
と
杜
光
庭
の
『
仙
伝
拾
逸
』
の
現
存
本
は
、
韓
志
和
の
記
事

を
散
逸
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
蔡
毅
氏
の
「
飛
竜
衛
士
、
韓
志
和
」（
中
西
進
・
王
勇
共
編
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
・
人
物
』、

大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
、
四
四
一
～
四
六
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

⑤ 

こ
の
二
文
は
そ
れ
ぞ
れ
『
支
那
学
』
第
二
巻
第
二
号
と
第
四
号
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

⑥ 

東
野
治
之
著
『
遣
唐
使
と
正
倉
院
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
四
六
頁
。 


