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安
岡
章
太
郎
『
流
離
譚
』
の
書
き
か
え
と
史
料
─
〈
史
実
〉
を
め
ぐ
って
─

成
田
　
朱
凜

は
じ
め
に

明
治
維
新
前
後
の
安
岡
家
の
父
祖
た
ち
の
生
き
方
を
描
い
た
長
篇
小
説
﹃
流
離
譚
（
１
）﹄

は
︑
土
佐
勤
王
党
に
参
加
し
︑
戊
辰
戦
争
で
落
命
し
た
安

岡
覚
之
助
︑
吉
田
東
洋
を
暗
殺
し
︑
天
誅
組
に
参
加
し
て
京
都
で
処
刑
さ
れ
た
安
岡
嘉
助
︑
維
新
後
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
︑﹁
民
権
よ
し
や

節
﹂
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
安
岡
道
之
助
︑
そ
し
て
彼
ら
の
父
で
あ
る
安
岡
文
助
を
中
心
人
物
と
す
る
︒﹃
流
離
譚
﹄
の
歴
史
記
述
に
つ
い
て

は
︑
拙
論
﹁
安
岡
章
太
郎
﹃
流
離
譚
﹄
の
歴
史
記
述
─
︿
私
﹀
た
ち
に
生
き
ら
れ
た
過
去
─
﹂︵﹃
昭
和
文
学
研
究
﹄
第
八
七
集
︑
二
〇
二
三
・

三
︶
に
て
︑
そ
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し
た
︒

本
論
と
関
係
す
る
部
分
の
み
要
約
す
る
と
︑﹃
流
離
譚
﹄
は
︑
主
に
制
度
に
関
す
る
因
果
関
係
で
あ
る
﹁
歴
史
の
表
面
﹂
に
は
あ
ら
わ
れ
な

い
﹁
個
人
﹂
と
し
て
の
過
去
の
人
物
に
注
目
し
て
い
た
︒
し
ば
し
ば
情
報
の
偏
り
や
誤
り
が
含
ま
れ
る
過
去
の
人
物
が
遺
し
た
史
料
は
︑
語
り
手

の
﹁
私
﹂
が
以
前
の
自
身
の
誤
り
を
修
正
せ
ず
に
明
示
し
て
い
く
よ
う
に
﹁
私
﹂
も
誤
認
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
︑
テ
ク
ス

ト
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
私
﹂
は
史
料
か
ら
過
去
の
人
物
の
内
面
を
示
す
が
︑
そ
の
方
法
は
︑
同
時
代
の
﹁
歴
史
と
文
学
﹂
の
議
論
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が
︑
過
去
の
人
間
を
捉
え
る
た
め
︑
史
料
に
書
か
れ
て
い
な
い
隙
間
を
も
﹁
虚
構
﹂
で
埋
め
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
︒

拙
論
で
は
後
者
の
﹁
虚
構
﹂
を
︿
補
完
﹀︑
あ
く
ま
で
も
史
料
に
基
づ
く
﹁
私
﹂
の
方
法
を
︿
解
釈
﹀
と
呼
ん
だ
︒

﹃
流
離
譚
﹄
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
︑﹃
安
岡
章
太
郎
集
﹄
九
・
十
巻
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
︑
以
下
全
集
と
す
る
︶
の
﹁
後
書
﹂
や

﹁
所
在
な
い
ま
ま
に
﹂︵﹃
波
﹄
一
九
八
二
・
七
︶︑
対
談
﹁
安
岡
文
学
の
や
ま
な
み
﹂︵﹃
図
書
﹄
一
九
八
六
・
七
︶
な
ど
で
︑﹁
事
実
上
の
ま
ち
が

い
﹂
を
直
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
初
出
連
載
か
ら
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
る
際
と
︑
単
行
本
か
ら
全
集
に
お
さ
め
ら
れ
る
際
の
計
二

回
︑﹃
流
離
譚
﹄
が
書
き
か
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
注
目
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
作
者
が
明
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
書
き

か
え
に
触
れ
た
の
は
︑
管
見
の
限
り
桶
谷
秀
昭
が
﹁
た
し
か
雑
誌
初
出
で
は
︑
勤
王
思
想
を
昭
和
の
は
じ
め
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
と
ら
へ
た

マ
ル
ク
ス
主
義
に
部
分
的
に
似
て
ゐ
る
と
い
ふ
趣
旨
の
文
章
が
あ
つ
た
と
思
ふ
が
︑
単
行
本
で
は
削
除
さ
れ
て
ゐ
る
︒
か
う
い
ふ
類
推
を
不
適
当

と
作
者
は
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
﹂
と
指
摘
し
た
の
み
で
（
２
）︑

こ
れ
ま
で
具
体
的
に
調
査
︑
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

そ
こ
で
本
論
で
は
︑
異
同
（
３
）と

あ
わ
せ
て
史
料
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
で
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
特
徴
的
な
記
述
を
再
検
討
し
て
み
た
い
︒﹃
流
離

譚
﹄
の
書
き
か
え
の
大
部
分
は
︑
新
た
な
史
料
や
情
報
の
追
加
に
関
係
し
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
史
料
が
使
用
︑
追
加
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
に
出
来

事
が
判
断
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
安
岡
が
言
う
︿
史
実
﹀
の
問
題
を
追
い
な
が
ら
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
︿
解
釈
﹀
を
改
め
て
確
認
し
た
い
︒ 

な
お
︑﹃
流
離
譚
﹄
は
︑
単
行
本
か
ら
全
集
に
ま
と
め
ら
れ
る
際
に
︑
歴
史
的
仮
名
遣
い
か
ら
現
代
仮
名
遣
い
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
論

で
は
仮
名
遣
い
以
外
に
異
同
が
な
い
場
合
︑
単
行
本
と
全
集
の
本
文
は
区
別
せ
ず
︑
全
集
の
本
文
に
て
ま
と
め
て
示
す
︒
引
用
に
際
し
て
は
︑
基

本
的
に
初
出
の
連
載
回
と
全
集
の
頁
数
を
記
し
た
︒
単
行
本
・
全
集
間
に
異
同
が
あ
る
場
合
に
は
︑
単
行
本
の
頁
数
も
示
し
て
い
る
︒

１　
「
公
史
」
と
「
私
史
」

ま
ず
︑
安
岡
の
﹁
歴
史
﹂・﹁
史
実
﹂
観
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

全
集
九
巻
の
﹁
後
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑
安
岡
は
﹃
流
離
譚
﹄
執
筆
当
初
︑﹁
一
般
か
ら
歴
史
と
認
め
ら
れ
た
史
書
﹂
を
﹁
公
史
﹂︑﹁
公
的
な
歴
史

の
資
料
に
な
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
﹂﹁
個
人
の
家
に
伝
わ
る
文
書
﹂
を
﹁
私
史
﹂
と
し
て
（
４
）︑﹁

公
史
﹂
や
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
史
料
が
﹁
何
人
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も
の
人
の
眼
に
曝
さ
れ
検
討
さ
れ
て
史
実
と
認
め
ら
れ
﹂
て
い
る
︑
つ
ま
り
多
数
に
そ
れ
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
か
ら
︑﹁
私
史
は

公
史
に
従
う
べ
き
も
の
だ
﹂
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
︒
そ
の
た
め
︑
文
助
日
記
や
覚
之
助
の
書
簡
な
ど
の
安
岡
家
文
書
と
﹁
世
間
に
公
刊
さ
れ
た

史
書
﹂
の
内
容
が
﹁
矛
盾
﹂
し
た
場
合
︑﹁
手
許
の
私
的
な
史
料
の
方
を
疑
っ
﹂
て
き
た
と
い
う
︒
し
か
し
安
岡
は
︑﹁
公
史
﹂
と
﹁
私
史
﹂
は

﹁
そ
れ
ほ
ど
判
然
と
分
け
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
︒﹁
歴
史
的
事
件
の
起
っ
た
と
き
︑
た
ま
た
ま
そ
れ
を
裏
づ
け
る
資
料

と
な
る
場
合
﹂
に
﹁
単
な
る
手
紙
や
日
記
や
覚
え
書
き
﹂
が
﹁
史
実
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
﹂︑
そ
れ
が
結
局
﹁
公
史
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

く
の
だ
か
ら
︑
実
は
﹁
公
史
﹂
と
﹁
私
史
﹂
の
違
い
は
︑﹁
そ
の
と
き
起
っ
た
事
件
が
ど
の
程
度
歴
史
的
な
意
味
を
持
つ
か
﹂
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
︒
多
数
の
興
味
︑
関
心
の
認
定
に
よ
る
﹁
公
史
﹂
へ
の
安
心
感
か
ら
︑
結
局
﹁
公
史
﹂﹁
私
史
﹂
に
は
多
数
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
差
し
か
な
い
︑
と
い
う
気
づ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

た
だ
︑﹁
公
史
﹂﹁
私
史
﹂
に
つ
い
て
の
考
え
は
︑
こ
こ
で
は
最
終
的
に
﹁
公
刊
さ
れ
た
史
書
﹂
や
﹁
活
字
﹂
を
﹁
盲
信
し
て
し
ま
う
傾
向
﹂
の

反
省
に
繫
が
っ
て
お
り
︑
出
来
事
に
関
す
る
取
捨
選
択
の
問
題
と
︑
意
味
づ
け
と
し
て
の
史
観
︵
誰
の
視
点
か
ら
の
歴
史
か
︶
の
問
題
︑
そ
し
て

同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
異
な
る
記
録
が
あ
る
場
合
︑
ど
れ
を
事
実
と
し
て
認
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
︑
重
ね
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒﹁
公
史
﹂
に
﹁
史
書
﹂︑﹁
私
史
﹂
に
﹁
文
書
﹂
を
非
対
称
的
に
あ
て
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
︑
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
︑
多
数
が

関
心
を
持
つ
因
果
関
係
の
解
明
が
含
ま
れ
る
﹁
公
史
﹂
に
つ
い
て
︑
事
実
認
定
も
そ
れ
に
﹁
従
う
﹂
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
先
入
観
は
取
り
除
く
必
要
が
あ
り
︑
安
岡
の
﹁
後
書
﹂
や
講
演
﹁
文
学
と
歴
史
﹂︵﹃
世
紀
﹄
一
九
八
三
・
九
︶
で
の
︿﹁
史
実
﹂
は

﹁
古
文
書
﹂
で
あ
る
﹀
と
い
う
発
言
は
︑
こ
の
意
味
と
し
て
理
解
で
き
る
︒
普
通
﹁
史
実
﹂
と
は
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
指
す
た
め
︑
こ
の

言
い
方
に
は
違
和
感
が
あ
る
が
︑﹁
史
実
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
も
実
は
史
料
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
︑

別
の
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
揺
ら
ぐ
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
史
実
﹂
は
﹁
古
文
書
﹂
と
い
う
文
書
へ
の
信
頼
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
時
に
安
岡
は
︑﹁
最
初
か
ら
“
史
実
”
と
し
て
書
か
れ
る
﹂
文
書
な
ど
あ
り
得
ず
︑
そ
れ
は
あ
る
立
場
︑
あ
る
人
物

の
﹁
主
観
﹂
に
よ
っ
て
書
か
れ
︑
偏
り
や
欠
損
を
必
ず
含
ん
で
い
る
た
め
に
︑﹁
歴
史
﹂
の
書
き
方
に
つ
い
て
︑
全
体
を
捉
え
る
客
観
的
把
握
・
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記
述
は
不
可
能
だ
と
も
主
張
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
理
解
に
支
え
ら
れ
︑
は
じ
め
安
岡
に
あ
っ
た
﹁
公
史
﹂
の
優
位
性
は
見
直
さ
れ
︑﹁
私
史
﹂

と
の
上
下
関
係
は
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
れ
に
関
係
す
る
異
同
を
見
て
お
こ
う
︒
第
十
一
回
で
は
︑
東
洋
刺
殺
隊
の
編
成
経
緯
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
︒﹁
私
﹂
は
︑﹁
今
日
の
こ
さ

れ
て
ゐ
る
史
書
文
献
﹂
と
は
異
な
る
︑
も
と
も
と
﹁
何
班
も
の
刺
殺
隊
を
編
成
し
て
︑
そ
れ
を
次
ぎ
次
ぎ
と
繰
り
出
し
た
﹂
と
い
う
意
見
を
持

つ
が
︑
初
出
の
﹁
私
﹂
は
結
局
自
ら
が
抱
い
た
﹁
疑
念
﹂
を
撤
回
し
︑﹁
史
書
文
献
﹂
の
情
報
を
﹁
割
り
合
ひ
素
直
に
受
け
と
﹂
っ
て
い
た
︒
し

か
し
こ
の
箇
所
は
︑
単
行
本
・
全
集
︵
一
九
七
・
八
︶
で
は
︑
初
出
と
同
様
に
﹁
史
書
文
献
﹂
の
内
容
へ
の
﹁
疑
問
﹂
が
示
さ
れ
た
後
︑﹁
仮
り

に
私
の
想
像
が
不
充
分
で
あ
り
間
違
っ
て
い
る
に
し
て
も
︑﹁
武
市
瑞
山
年
譜
﹂
そ
の
他
の
記
述
も
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
取
り
難
い
の
で
あ
る
﹂

と
︑﹁
私
﹂
の
意
見
が
貫
か
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
初
出
十
三
回
︵
二
一
八
~
・
八
︶
に
あ
っ
た
︑
吉
村
虎
太
郎
の
手
紙
を
﹁
偽
作
﹂
と
疑
っ
た
後
の
﹁
し
か
し
前
掲
の
吉
村
の
手
紙

は
︑
専
門
の
史
家
の
著
作
に
も
採
録
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
︑
素
人
の
私
な
ど
の
余
計
な
詮
索
は
慎
む
べ
き
で
あ
ら
う
﹂
と
い
う
一
文
も
︑
丸
ご
と

削
除
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
用
い
る
史
料
の
変
更
に
よ
る
大
幅
な
書
き
か
え
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
記
述
が
単
行
本
・
全
集
に
見
当

た
ら
な
い
の
は
︑
確
認
し
て
き
た
︑﹁
私
史
﹂
の
系
譜
に
連
な
る
と
も
言
え
る
自
身
の
﹁
歴
史
﹂
と
﹁
公
史
﹂
と
の
間
に
上
下
関
係
が
存
在
し
な

い
こ
と
へ
の
気
づ
き
が
関
係
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
流
離
譚
﹄
の
本
文
は
︑
安
岡
の
﹁
歴
史
﹂﹁
史
実
﹂
認
識
と
あ
わ
せ
て
更
新
さ
れ
つ
づ
け
た
︒
次
節
以
降
︑
安
岡
の
こ
う
し
た
認
識
を
支
え
た

と
思
わ
れ
る
﹃
流
離
譚
﹄
執
筆
の
関
係
者
や
︑
改
稿
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
史
書
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
確
認
し
て
い
く
︒

２　
『
流
離
譚
』
の
執
筆
過
程
─
安
岡
家
文
書
の
使
い
方

﹃
流
離
譚
﹄
は
︑
単
行
本
上
巻
に
あ
た
る
前
半
は
安
岡
家
に
伝
わ
る
文
助
の
日
記
︑
下
巻
に
あ
た
る
後
半
は
同
じ
く
安
岡
家
資
料
で
あ
る
覚
之

助
の
家
郷
の
人
々
に
宛
て
た
書
簡
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
安
岡
家
の
文
書
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
︑
そ
の
執
筆
過
程
か

ら
見
て
い
こ
う
︒﹃
流
離
譚
﹄
は
単
行
本
化
の
際
︑
上
巻
の
文
助
日
記
か
ら
の
引
用
部
に
多
く
手
を
入
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
は
︑
安
岡
が
連
載
の

途
中
で
北
小
路
健
に
協
力
を
仰
い
だ
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
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北
小
路
は
︑
は
じ
め
﹃
源
氏
物
語
﹄
研
究
を
志
し
た
が
︑
外
地
で
の
敗
戦
生
活
な
ど
に
よ
り
︑
戦
後
︑﹁
近
代
化
﹂
へ
の
問
題
意
識
に
よ
る

自
由
民
権
運
動
史
の
研
究
︵
特
に
福
島
事
件
に
つ
い
て
︶
や
︑
遊
女
研
究
を
経
て
︑
一
九
七
〇
年
に
﹃
木
曾
路
・
文
献
の
旅
“
夜
明
け
前
”
探

究
﹄︵
芸
艸
堂
︶
を
発
表
し
た
人
物
で
あ
る
︒
島
崎
藤
村
﹃
夜
明
け
前
﹄︵
一
九
二
九
~
一
九
三
五
︶
の
冒
頭
が
﹃
木
曾
路
名
所
図
会
﹄︵
一
八
〇

五
︶
の
﹁
三
留
野
﹂
の
本
文
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
北
小
路
は
︑
翌
七
一
年
に
そ
の
続
篇
︵
芸
艸
堂
︶︑
七
四
年
に
﹃﹃
夜

明
け
前
﹄
探
究
─
伊
那
路
の
文
献
﹄︵
明
治
書
院
︶
と
︑
膨
大
な
文
献
調
査
に
拠
る
﹃
夜
明
け
前
﹄
研
究
を
続
け
て
発
表
し
た
︒﹃
古
文
書
の
面

白
さ
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
八
四
︶
の
あ
と
が
き
で
は
︑
北
小
路
は
﹁
在
野
の
人
間
﹂
を
自
称
し
︑︿
歴
史
家
﹀︿
作
家
﹀︿
美
術
史
家
﹀︿
国
文
学
者
﹀

と
︑
自
身
に
さ
ま
ざ
ま
な
肩
書
き
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
︒

北
小
路
に
協
力
が
依
頼
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
は
︑
北
小
路
の
﹃
古
文
書
の
面
白
さ
﹄︵
前
出
︶
や
︑
安
岡
の
﹁
断
た
れ
た
歴
史
か
ら
﹂︵﹃
波
﹄

一
九
八
四
・
十
一
︶︑﹁
文
書
の
執
念
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
九
二
・
一
︶
な
ど
に
詳
し
い
︒
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
︑
連
載
か
ら
﹁
一
年
ば
か
り
た
つ
た

頃
﹂
の
﹁
昭
和
五
十
三
年
春
﹂︑﹁
富
永
有
隣
の
書
﹂
の
解
読
依
頼
を
き
っ
か
け
に
︑
北
小
路
の
も
と
に
﹁
ボ
ー
ル
箱
い
っ
ぱ
い
﹂
の
安
岡
家
文
書

が
運
び
こ
ま
れ
た
︒
北
小
路
曰
く
︑
文
書
は
﹁
覚
之
助
の
長
崎
留
学
時
代
の
も
の
︑
京
都
探
索
方
時
代
及
び
東
北
軍
旅
の
陣
中
か
ら
の
手
紙
を
主

と
し
て
︑
断
簡
片
紙
ま
で
を
合
わ
せ
る
と
厖
大
な
数
﹂
で
︑﹁
数
十
通
の
書
簡
を
解
読
し
て
︑
年
次
別
︑
差
し
出
し
地
別
に
整
理
す
る
の
に
一
月

前
後
の
時
間
が
か
か
っ
た
﹂
と
い
う
︒

一
方
︑
北
小
路
に
出
会
う
以
前
の
文
書
解
読
の
様
子
は
︑
講
演
﹁
文
学
と
歴
史
﹂︵
前
出
︶
や
︑
全
集
八
巻
﹁
後
書
﹂
の
記
述
か
ら
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
︒﹁
文
学
と
歴
史
﹂
で
は
﹁
父
方
の
親
戚
の
子
供
﹂
が
文
助
日
記
を
解
読
し
た
﹁
大
学
ノ
ー
ト
﹂
を
読
ん
だ
体
験
が
︑﹁
後
書
﹂
で

は
︑
文
助
日
記
の
崩
し
字
が
わ
か
ら
ず
﹁
傍
で
従
兄
に
読
ん
で
貰
っ
た
り
︑
ま
た
ペ
ン
字
で
書
き
直
し
た
も
の
と
引
き
較
べ
た
り
し
な
が
ら
︑
よ

う
や
く
何
と
か
文
意
を
た
ど
﹂
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
写
し
た
本
文
の
誤
り
を
︑
後
に
北
小
路
に
点
検

し
て
も
ら
い
︑
単
行
本
化
の
際
に
修
正
し
た
の
だ
ろ
う
︒
異
同
を
み
る
と
︑
途
中
か
ら
安
岡
家
文
書
の
引
用
の
修
正
が
急
激
に
減
っ
て
い
る
が
（
５
）︑

こ
れ
も
以
上
か
ら
説
明
が
つ
く
︒

た
だ
︑
北
小
路
が
﹃
流
離
譚
﹄
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
北
小
路
の
古
文
書
へ
の
関
わ
り
方
は
︑
安
岡
に
影
響
を
与
え
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た
︒
北
小
路
は
︑
文
書
を
﹁
こ
の
世
に
生
き
た
人
間
の
︑
肉
体
の
消
滅
を
前
提
と
す
る
執
念
﹂
と
し
て
捉
え
︑
安
岡
家
文
書
に
触
れ
た
際
の
感
想

を
﹁
今
ま
で
世
に
出
て
い
る
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
史
書
や
︑
杓
子
定
規
で
無
味
乾
燥
な
記
録
類
か
ら
は
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
ぬ
具
体
性
と
肌
の
温

も
り
が
ひ
し
ひ
し
と
迫
っ
て
く
る
﹂
と
語
っ
て
い
た
︵﹃
古
文
書
の
面
白
さ
﹄
前
出
︶︒
触
覚
的
な
過
去
の
把
握
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
古
文
書
に
対

す
る
こ
う
し
た
姿
勢
は
︑
同
書
の
あ
と
が
き
の
記
述
と
繫
が
っ
て
い
る
︒
北
小
路
は
︑
敗
戦
後
に
抱
い
た
﹁
日
本
の
近
代
史
﹂
へ
の
疑
念
に
自
身

の
出
発
点
を
置
き
︑﹁
他
人
様
の
書
か
れ
た
著
作
物
や
論
稿
や
講
説
を
鵜
吞
み
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
に
導
か
れ
つ
つ
も
︑
私
は
独
自
に

底
辺
の
生
の
資
料
に
じ
か
に
触
れ
つ
つ
人
間
の
体
験
し
た
歴
史
と
し
て
実
感
し
て
み
た
い
と
念
じ
﹂︑
研
究
し
て
き
た
と
い
う
︒
文
書
に
こ
れ
ま

で
の
﹁
歴
史
﹂
と
は
異
な
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
︑﹁
人
間
の
体
験
し
た
歴
史
と
し
て
の
実
感
﹂
を
つ
か
も
う
と
し
た
そ
の
実
践
は
︑﹁
学
者
﹂

の
歴
史
研
究
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
安
岡
も
﹁
街
道
の
温
も
り
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
八
一
・
七
︶
で
︑
北
小
路
を
﹁﹁
学
者
﹂
で
も
﹁
歴
史

家
﹂
で
も
な
く
︑﹁
す
ぐ
れ
た
歴
史
の
職
人
﹂
で
あ
る
﹂
と
す
る
歴
史
学
者
・
奈
良
本
辰
也
の
言
葉
を
引
用
し
︑
同
意
し
て
い
る
（
６
） 

︒

﹃
流
離
譚
﹄
執
筆
に
際
し
︑﹁
み
ず
か
ら
足
を
運
び
︑
実
見
し
︑
実
感
し
︑
追
体
験
を
通
し
て
資
料
そ
の
も
の
を
見
直
す
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で

も
ら
い
た
い
﹂
と
︑﹁
実
地
検
証
の
旅
﹂
を
安
岡
に
勧
め
た
の
は
北
小
路
で
あ
っ
た
︵﹃
古
文
書
の
面
白
さ
﹄
前
出
︶︒
加
え
て
安
岡
は
︑
北
小
路

か
ら
﹁
昔
の
人
の
書
き
の
こ
し
た
も
の
を
読
む
場
合
は
︑
筆
跡
︑
筆
勢
︑
余
白
な
ど
が
文
字
と
同
じ
く
重
要
な
も
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
を

引
つ
く
る
め
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
︑
正
し
い
解
釈
は
出
来
な
い
﹂
こ
と
を
教
え
ら
れ
︑
そ
こ
か
ら
﹁
歴
史
と
い
ふ
も
の
が

単
な
る
史
実
の
羅
列
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
一
片
の
反
故
の
な
か
に
も
宿
つ
て
ゐ
る
何
か
だ
と
い
ふ
こ
と
を
︑
悟
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
つ
た
﹂
と

述
べ
て
い
る
︵﹁
断
た
れ
た
歴
史
か
ら
﹂
前
出
︶︒
過
去
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
す
る
上
で
︑
活
字
化
さ
れ
た
史
料
は
便
利
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑

文
書
原
本
の
サ
イ
ズ
や
文
字
の
大
き
さ
︑
筆
跡
や
墨
の
色
︑
そ
の
に
じ
み
具
合
︑
紙
質
︑
汚
れ
や
破
損
な
ど
の
文
字
内
容
以
外
の
情
報
は
︑
活
字

化
さ
れ
る
際
に
欠
落
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
文
書
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
書
か
れ
た
か
︑
保
存
さ
れ
て
い
た
か
な
ど
︑
よ
り
詳
細
な
情
報
を
求
め
る

場
合
に
は
︑
活
字
化
さ
れ
る
際
に
欠
落
し
て
し
ま
う
こ
う
し
た
情
報
こ
そ
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
︒

前
掲
拙
論
に
て
︑﹃
流
離
譚
﹄
は
制
度
的
な
因
果
関
係
で
あ
る
﹁
歴
史
の
表
面
﹂
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
﹁
個
人
﹂
と
し
て
の
過
去
の
人
物
を
捉

え
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
︑
私
的
な
史
料
で
は
特
に
︑
活
字
化
さ
れ
た
も
の
で
な
く
原
本
を
確
認
す
る
こ
と
で
︑﹁
個
人
﹂
に
つ
い
て
読
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み
取
れ
る
要
素
は
増
え
る
︒
北
小
路
か
ら
古
文
書
に
つ
い
て
教
わ
り
︑
共
に
実
地
調
査
に
赴
く
う
ち
に
︑
安
岡
は
そ
れ
ま
で
の
﹁
史
実
﹂
観
と
は

異
な
る
認
識
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

３　

公
刊
さ
れ
た
史
書
─
土
佐
の
在
野
研
究
者

こ
こ
ま
で
安
岡
家
文
書
の
使
い
方
を
確
認
し
て
き
た
が
︑
公
刊
さ
れ
た
史
書
に
目
を
移
せ
ば
︑﹃
流
離
譚
﹄
に
は
︑
瑞
山
会
編
﹃
維
新
土
佐
勤

王
史
﹄︵
一
九
一
二
︑
以
下
﹃
勤
王
史
﹄
と
す
る
︶︑
日
本
史
籍
協
会
編
﹃
武
市
瑞
山
関
係
文
書
﹄︵
一
九
一
六
︑
以
下
﹃
関
係
文
書
﹄
と
す
る
︶

の
他
︑
寺
石
正
路
や
平
尾
道
雄
の
著
作
な
ど
が
︑
全
体
を
通
し
て
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑﹃
関
係
文
書
﹄
の
頒
布
元
で
あ
る
日
本
史
籍
協
会
は
︑
出
版
事
業
家
の
早
川
純
三
郎
と
︑
後
に
維
新
史
料
編
纂
官
を
つ
と
め
る
岩
崎
英

重
に
よ
り
︑
官
立
組
織
で
あ
る
維
新
史
料
編
纂
会
の
外
郭
団
体
と
し
て
創
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
︒
岩
崎
が
中
心
と
な
り
ま
と
め
た
﹃
関
係
文

書
﹄
は
︑
日
本
史
籍
協
会
叢
書
（
７
）の

う
ち
の
二
冊
分
に
あ
た
り
︑
そ
の
末
尾
に
は
岩
崎
の
稿
本
と
さ
れ
る
﹁
武
市
瑞
山
年
譜
﹂
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
︒﹃
流
離
譚
﹄
に
何
度
も
登
場
す
る
﹁
武
市
瑞
山
年
譜
﹂
と
は
こ
れ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒
全
集
九
巻
の
﹁
後
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑
瑞
山
の
書

簡
や
断
簡
は
﹁
約
百
五
十
点
の
文
書
が
二
十
二
巻
の
巻
子
と
な
っ
て
︑
今
日
も
武
市
家
に
伝
え
ら
れ
て
﹂
お
り
︑﹁
武
市
家
に
伝
わ
る
書
簡
の
原

本
の
縦
覧
は
一
般
に
許
さ
れ
て
﹂
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
少
な
く
と
も
瑞
山
の
書
簡
は
実
物
で
は
な
く
︑
翻
刻
さ
れ
た
﹃
関
係
文
書
﹄
を
参

照
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
８
）︒

安
岡
家
以
外
の
人
物
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
︑
先
に
確
認
し
た
文
助
日
記
の
例
に
比
べ
ほ
と
ん
ど
引
用
の
修

正
が
な
い
こ
と
か
ら
（
９
）︑

こ
こ
で
も
北
小
路
の
力
を
借
り
て
い
た
か
︑
も
し
く
は
個
人
の
書
き
残
し
た
史
料
で
あ
っ
て
も
︑
基
本
的
に
は
翻
刻
を
参

照
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
同
じ
く
翻
刻
と
は
言
っ
て
も
︑﹃
関
係
文
書
﹄
と
は
異
質
な
︑
述
べ
て
き
た
よ
う
な
古
文
書
の
捉
え
方
に

繫
が
る
土
佐
な
ら
で
は
の
事
情
も
あ
る
︒

例
え
ば
﹃
勤
王
史
﹄
の
執
筆
者
は
︑﹃
流
離
譚
﹄
に
も
引
用
さ
れ
る
小
説
﹃
汗
血
千
里
駒
﹄︵
一
八
八
三
︶
の
作
者
坂
崎
紫
瀾
で
あ
る
︒﹃
流
離

譚
﹄
で
も
紫
瀾
の
﹁
筆
を
虚
構
に
躍
ら
せ
る
癖
﹂︵
八
〇
・
八
︶
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
記
述
に
は
誇
張
や
脚
色
が
見
ら
れ
る
が
︑
司
馬

遼
太
郎）
（1
（

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
紫
瀾
は
高
知
の
地
方
史
の
発
展
に
寄
与
し
た
﹁
草
莽
の
史
家
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
紫
瀾
と
共
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
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の
が
寺
石
正
路
で
︑
彼
は
考
古
学
か
ら
出
発
し
︑
高
知
共
立
高
校
や
海
南
学
校
に
地
理
教
員
と
し
て
勤
め
な
が
ら
︑
史
料
蒐
集
︑
郷
土
史
研
究
を

す
す
め
た
人
物
で
あ
る
︒
司
馬
に
よ
れ
ば
︑﹁
維
新
と
い
う
大
変
動
が
お
わ
っ
た
あ
と
︑
こ
れ
を
歴
史
と
し
て
記
録
も
し
く
は
論
述
す
る
と
い
う

知
的
活
動
が
内
部
か
ら
お
こ
っ
た
の
は
︑
土
佐
﹂
で
︑
彼
ら
の
よ
う
な
﹁
草
莽
の
史
家
﹂
が
早
く
か
ら
道
を
切
り
拓
い
た
た
め
に
︑
次
に
紹
介
す

る
﹁
近
代
以
後
も
っ
と
も
大
き
な
地
方
史
家
﹂︑
平
尾
道
雄
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

﹁
土
佐
博
士）
（（
（

﹂
の
称
号
を
冠
せ
ら
れ
た
平
尾
は
︑
一
九
二
〇
年
に
山
内
家
の
家
史
編
集
所
に
入
所
︑
一
方
で
民
友
社
の
維
新
研
究
会
や
吉
野
作

造
ら
の
明
治
史
研
究
会
に
参
加
し
︑
研
究
を
深
め
た
在
野
の
歴
史
家
で
あ
る
︒﹃
新
撰
組
史）
（1
（

﹄︵
一
九
二
八
︶ 

以
降
︑
史
料
に
基
づ
い
た
実
証
的
な

研
究
に
よ
っ
て
土
佐
の
維
新
史
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
実
績
は
﹁
平
尾
史
学
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒

寺
石
や
平
尾
が
参
加
し
た
土
佐
史
談
会
の
創
立
は
一
九
一
七
年
︒
同
年
創
刊
の
機
関
誌
﹃
土
佐
史
談
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹁
中
央
で
は
か
な
り
知

ら
れ
た
地
方
誌）
（1
（

﹂
で
︑﹁
全
国
の
学
界
で
も
注
目
さ
れ
る
﹂
論
文
も
多
く
掲
載
さ
れ
た）
（1
（

と
言
わ
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
横
田
達
雄
も
こ
の
会
員
で

あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
近
代
国
家
成
立
後
か
ら
の
官
製
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
の
研
究
で
あ
る
︒
安
岡
の
考
察
は
︑
既
に
述
べ
た
北

小
路
︑
そ
し
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
横
田
と
の
交
流
に
よ
っ
て
︑︿﹁
史
実
﹂
は
﹁
古
文
書
﹂
で
あ
る
﹀
と
い
う
態
度
を
一
層
確
実
な
も
の
に
し
て
い

っ
た
と
言
え
る
︒

４　

覚
之
助
の
入
牢
日
問
題

以
上
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
異
同
を
見
て
み
た
い
︒
連
載
二
十
五
回
か
ら
は
じ
ま
る
覚
之
助
の
入
牢
日
問
題
は
︑
単
行
本
か
ら
全
集
に
お
さ
め
ら

れ
る
際
に
大
幅
に
書
き
か
え
ら
れ
た
︒
一
般
に
︑
覚
之
助
の
入
牢
日
は
島
村
寿
之
助
と
同
日
︑
も
し
く
は
そ
の
前
後
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑﹃
関

係
文
書
﹄
が
﹁
三
月
七
日
﹂
づ
け
と
推
定
し
た
瑞
山
書
簡
の
内
容
を
根
拠
と
す
る
三
月
七
日
説
と
︑﹁
武
市
瑞
山
年
譜
﹂
の
他
︑
土
佐
の
郷
土
史

な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
三
月
二
十
八
日
説
の
二
つ
が
あ
っ
た
︒
初
出
・
単
行
本
で
は
︑
二
十
五
回
で
三
月
二
十
八
日
と
す
る
の
が
﹁
普
通
﹂

と
述
べ
た
後
︑
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も
文
助
日
記
と
の
﹁
ツ
ジ
ツ
マ
の
合
は
ぬ
﹂
こ
と
に
悩
み
︵
四
二
六
・
上
︶︑
二
十
六
回
で
は
文
助
日
記
の
記

述
を
支
持
し
な
が
ら
︑﹁
三
月
七
日
に
揚
屋
入
り
を
し
た
後
︑
い
つ
た
ん
許
さ
れ
て
山
北
村
へ
戻
さ
れ
︑
ま
た
類
族
預
り
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
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か
﹂︵
四
三
一
・
上
︶
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
全
集
で
は
︑
二
十
五
回
の
範
囲
で
は
︑
瑞
山
の
手
紙
に
つ
い
て
﹁﹁
七
日
﹂
と
い
う
日
附
だ
け

は
あ
る
が
︑﹁
月
﹂
の
記
入
は
な
い
﹂
と
し
て
︑﹃
関
係
文
書
﹄
な
ど
の
﹁
公
刊
さ
れ
た
活
字
本
﹂
の
判
断
を
紹
介
し
︵
四
五
一
・
八
︶︑
結
論
は

二
十
六
回
の
範
囲
に
先
送
り
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
全
集
二
十
六
回
の
範
囲
で
は
︑﹁
た
か
だ
か
百
年
余
り
ま
え
の
︑
極
く
簡
単
な
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
事
柄
が
︑
も
う
少
し
踏
み
込

ん
で
正
確
な
と
こ
ろ
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
︑
藪
の
中
に
頭
を
突
っ
こ
ん
だ
よ
う
に
何
も
彼
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
﹂︵
四

五
六
・
八
︶
と
︑
初
出
・
単
行
本
と
は
全
く
異
な
る
書
き
出
し
が
用
意
さ
れ
︑
新
史
料
の
横
田
達
雄
編
註
﹃
武
市
瑞
山
獄
中
書
簡
─
妻
及
び

姉
・
妹
あ
て
﹄︵
一
九
七
八
︑
以
下
﹃
獄
中
書
簡
﹄
と
す
る
︶
が
用
い
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
横
田
の
自
費
出
版
で
︑
全
集
九
巻
の
﹁
後
書
﹂
に
よ
れ

ば
︑
単
行
本
﹃
流
離
譚
﹄
を
読
ん
だ
横
田
か
ら
︑﹁
数
十
箇
所
﹂
の
﹁
誤
り
﹂
を
指
摘
し
た
﹁
分
厚
い
書
簡
﹂
と
共
に
安
岡
に
贈
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
︒

横
田
は
︑
先
述
の
通
り
土
佐
史
談
会
の
会
員
で
あ
り
︑
平
尾
の
喜
寿
記
念
号
で
あ
る
一
九
七
九
年
二
月
﹃
土
佐
史
談
﹄
の
祝
辞
欄
で
は
︑
そ
の

所
属
が
﹁
高
知
県
立
郷
土
文
化
会
館
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒﹃
土
佐
史
談
﹄
へ
の
投
稿
と
し
て
は
︑﹁
龍
馬
の
“
ニ
セ
手
紙
”
推
考
始
末
﹂︵
一

九
七
八
・
七
︶
や
﹁
通
説
の
誤
り
を
正
す
﹂︵
一
九
七
九
・
二
~
一
九
八
三
・
三
︶
な
ど
が
確
認
さ
れ
︑
横
田
が
﹃
獄
中
書
簡
﹄
以
外
に
も
歴
史

上
の
﹁
通
説
﹂
を
疑
い
︑
そ
れ
を
検
証
す
る
意
欲
的
な
在
野
の
歴
史
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
獄
中
書
簡
﹄
の
﹁
緒
言
﹂
や
﹃
季
刊
・
歴

史
と
文
学
﹄︵
一
九
七
九
・
九
︶
へ
の
寄
稿
で
は
︑
横
田
は
自
身
を
﹁
素
人
﹂﹁
無
学
﹂
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒

さ
て
︑﹃
関
係
文
書
﹄
で
﹁
三
月
七
日
づ
け
﹂
と
さ
れ
て
い
た
瑞
山
の
手
紙
は
︑
横
田
論
で
は
﹁
閏
五
月
七
日
﹂
の
も
の
と
さ
れ
︑
そ
れ
に
合

わ
せ
て
覚
之
助
の
入
牢
日
も
﹁
閏
五
月
七
日
﹂
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
た
︒
検
証
の
結
果
︑﹁
私
﹂
も
そ
れ
に
同
意
し
︑
覚
之
助
の
入
牢
日
を
閏
五

月
七
日
︑
寿
之
助
の
入
牢
も
五
月
二
十
八
日
と
推
定
で
き
る
と
結
論
す
る
の
だ
が
︑
こ
の
検
証
の
過
程
に
注
目
し
た
い
︒

ま
ず
︑
横
田
の
調
査
は
︑
全
集
版
﹃
流
離
譚
﹄
で
﹁
瑞
山
が
入
牢
以
来
あ
る
時
機
に
は
連
日
︑
と
き
に
は
一
日
に
何
通
も
︑
家
族
に
あ
て
て
書

き
つ
づ
け
て
き
た
百
五
十
通
ほ
ど
の
書
簡
の
全
体
を
一
連
の
長
い
獄
中
記
と
し
て
捉
え
︑
そ
の
文
脈
の
な
か
で
日
附
を
追
っ
て
文
体
や
用
語
が
変

っ
て
く
る
有
様
や
︑
ま
た
下
痢
を
と
も
な
う
発
熱
で
︑
体
調
を
崩
し
て
い
た
瑞
山
の
病
状
︑
食
物
の
嗜
好
︑
そ
の
時
ど
き
の
天
候
・
気
象
な
ど
︑
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文
面
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
勘
案
し
た
﹂
も
の
と
し
て
評
価
︑﹁
共
感
﹂
さ
れ
て
い
る
︵
四
六
二
・
八
︶︒
瑞
山
の
書
簡
か
ら
﹁
汲

み
取
﹂
る
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
分
析
し
た
横
田
の
方
法
は
︑
日
付
と
あ
わ
せ
て
獄
中
で
の
瑞
山
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

り
︑
二
節
で
確
認
し
た
北
小
路
の
古
文
書
へ
の
態
度
を
思
い
出
さ
せ
る
︒﹃
流
離
譚
﹄
は
は
じ
め
か
ら
﹁
私
史
﹂
で
あ
る
史
料
を
利
用
し
︑﹁
個

人
﹂
に
注
目
し
た
過
去
の
把
握
を
試
み
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
北
小
路
や
横
田
の
︑
過
去
を
多
数
に
関
わ
る
現
象
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
な
く
︑

一
人
の
人
間
が
直
面
し
た
個
別
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
態
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
自
身
の
方
法
と
重
な
る
そ
れ
ら
に

影
響
を
受
け
な
が
ら
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
本
文
は
書
き
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑﹁
私
﹂
は
横
田
論
を
鵜
吞
み
に
せ
ず
に
︑
再
度
﹃
関
係
文
書
﹄
を
﹁
ひ
っ
く
り
か
え
し
﹂︑
何
度
も
悩
み
な
が
ら
︑﹁
佐
々
木
高
行
の

回
顧
談
﹂
の
情
報
や
︑
改
め
て
瑞
山
の
書
簡
と
文
助
日
記
を
確
か
め
た
上
で
︑
最
終
的
に
横
田
論
を
﹁
妥
当
﹂
と
判
断
し
て
い
る
︵
四
五
八
~
四

六
二
・
八
︶︒
先
に
安
岡
の
︿﹁
史
実
﹂
は
﹁
古
文
書
﹂
で
あ
る
﹀
と
い
う
発
言
を
確
認
し
た
が
︑
こ
こ
に
も
﹁
文
書
﹂
へ
の
信
頼
が
あ
ら
わ
れ
て

お
り
︑
最
終
的
に
﹁
私
﹂
が
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
安
岡
が
先
程
の
引
用
で
瑞
山
の
体
調
や
心
情
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
事
例
は
︑
ど
の
記
述
が
正
し
い
か
と

い
う
客
観
性
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
︒
冒
頭
で
触
れ
た
拙
論
で
は
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
歴
史
把
握
を
︑﹁
歴
史
と
文
学
﹂
の
議
論
の
︿
補
完
﹀

と
対
比
さ
せ
て
︿
解
釈
﹀
と
し
て
意
味
づ
け
た
︒
同
時
期
の
歴
史
小
説
や
︑
人
間
の
姿
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
し
て
そ
れ
に
期
待
し
た
一
部
の
歴

史
家
は
︑
歴
史
の
因
果
を
示
す
た
め
に
史
料
に
残
ら
な
い
事
実
を
創
作
と
し
て
︿
補
完
﹀
し
︑
完
成
し
た
あ
る
ま
と
ま
り
を
提
示
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
が
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
特
徴
は
︑﹁
個
人
﹂
と
し
て
の
過
去
の
人
物
を
捉
え
る
た
め
に
︑
全
て
﹁
私
﹂
と
い
う
﹁
個
人
﹂
が
介
在
し
︑
あ
く
ま

で
も
史
料
か
ら
離
れ
な
い
︿
解
釈
﹀
と
し
て
人
物
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
い
く
点
に
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
述
べ
た
日
付
や
出
来
事
の
確
定
は
︑
安
岡

に
と
っ
て
人
物
に
つ
い
て
の
︿
解
釈
﹀
を
変
え
る
か
ら
こ
そ
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
次
節
の
具
体
例
で
詳
し
く
確
認
し
よ
う
︒

５　

事
実
認
定
か
ら
〈
解
釈
〉
の
更
新
へ

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
改
稿
で
は
︑
そ
の
都
度
多
く
の
史
料
が
追
加
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
覚
之
助
の
書
簡
の
追
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加）
（1
（

は
︑
安
岡
家
の
人
物
の
書
き
残
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
書
簡
の
追
加
は
︑
単
行
本
や
全
集
で
は
︑
初
出
二
十

六
回
ま
で
を
お
さ
め
る
上
巻
か
ら
既
に
書
簡
の
引
用
が
複
数
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
︑
初
出
で
は
二
十
七
回
で
よ
う
や
く
初
め
て
引
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
は
︑﹁
私
に
は
殆
ん
ど
判
読
不
能
で
︑
日
附
け
も
わ
か
ら
な
い
﹂
と
言
わ
れ
︑
引
用
部
は
﹁
見
当
を

つ
け
て
読
む
と
以
上
の
如
く
﹂
と
穴
だ
ら
け
で
あ
る
︒
二
節
で
確
認
し
た
の
と
同
様
に
︑
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
北
小
路
か
ら
調
査
結
果
が
届
い
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
初
出
八
回
で
は
嘉
助
と
共
に
覚
之
助
が
﹁
筆
不
精
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
単
行
本
・
全
集
で
は
嘉
助

と
道
之
助
が
﹁
筆
不
精
﹂
と
さ
れ
︑
覚
之
助
は
そ
こ
に
は
含
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︵
一
三
五
・
八
︶︒
覚
之
助
の
書
簡
の
発
見
︑
上
巻
へ
の
追

加
に
伴
う
変
更
で
あ
ろ
う
︒

新
史
料
が
追
加
さ
れ
た
際
の
書
き
か
え
の
例
と
し
て
︑
ま
ず
︑
こ
の
書
簡
の
発
見
に
よ
る
覚
之
助
と
嘉
助
の
関
係
性
の
更
新
を
確
認
し
た
い
︒

初
出
十
回
で
は
︑﹁
私
﹂
が
覚
之
助
︑
道
之
助
と
︑
東
洋
を
暗
殺
後
脱
藩
し
た
嘉
助
の
三
人
が
住
吉
陣
屋
で
再
会
す
る
感
動
的
な
場
面
を
﹁
想
像

し
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
た
が
︑
こ
の
記
述
は
単
行
本
で
丸
ご
と
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
初
出
で
そ
れ
を
示
す
史
料
が
見
当

た
ら
ず
︑
当
時
の
状
況
か
ら
︑
再
会
で
き
た
と
し
て
も
﹁
一
別
以
来
の
家
族
の
情
け
を
か
は
す
こ
と
は
到
底
不
可
能
﹂
と
さ
れ
た
こ
の
場
面
が
︑

覚
之
助
の
履
歴
か
ら
実
際
の
出
来
事
で
あ
る
と
証
明
さ
れ）
（1
（

︑
さ
ら
に
覚
之
助
の
書
簡
︵
文
久
二
年
四
月
二
十
六
日
︶
か
ら
︑
彼
が
嘉
助
の
暗
殺
行

為
に
共
感
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
は
は
じ
め
︑﹃
勤
王
史
﹄
や
寺
石
の
著
作
を
通
し
て
︑
覚
之
助
を
﹁
急

進
的
な
尊
攘
派
﹂
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
書
簡
を
読
み
︑
陣
屋
に
い
た
こ
ろ
の
覚
之
助
が
︑﹁
意
外
﹂
に
も
﹁
公
武
合
体
を
よ
し
と
す
る

穏
健
な
意
見
﹂
を
持
っ
て
い
た
と
知
る
︵
一
七
八
・
八
︶︒
そ
の
た
め
に
単
行
本
・
全
集
で
は
感
動
的
な
再
会
で
は
な
く
︑﹁
驚
き
は
大
き
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
﹂﹁
ま
っ
た
く
エ
ラ
い
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
た
と
い
う
以
外
に
︑
言
葉
も
出
な
い
有
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹂︵
一
八
〇
・
八
︶

と
︑
覚
之
助
の
戸
惑
い
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

第
十
五
回
に
あ
た
る
範
囲
の
書
き
か
え
も
︑
覚
之
助
と
嘉
助
の
考
え
方
の
違
い
を
捉
え
て
い
る
︒
初
出
で
は
︑
覚
之
助
が
天
誅
組
の
手
伝
い
を

し
て
い
た
と
い
う
考
え
の
も
と
︑
覚
之
助
が
薩
摩
藩
邸
に
か
く
ま
わ
れ
た
嘉
助
を
﹁
慰
問
﹂
に
訪
れ
る
困
難
さ
が
語
ら
れ
る
︒
た
だ
︑﹁
大
和
行

幸
の
決
定
﹂
に
際
し
て
は
︑﹁
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
﹂
と
︑
覚
之
助
が
﹁
気
に
な
る
弟
嘉
助
の
動
向
を
さ
ぐ
り
に
薩
藩
邸
へ
行
﹂
っ
た
と
考
え
ら



─ 30─ （231）

れ
て
い
る
︒
し
か
し
単
行
本
・
全
集
で
は
︑
そ
も
そ
も
覚
之
助
が
天
誅
組
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
と
い
う
理
解
は
﹁
間
違
い
﹂︵
二
七
七
・
八
︶

で
あ
り
︑
さ
ら
に
覚
之
助
の
書
簡
︵
文
久
三
年
八
月
二
十
四
日
︶
か
ら
︑
天
誅
組
出
陣
前
夜
に
︑
覚
之
助
が
挙
兵
参
加
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
嘉
助

を
説
得
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
そ
の
た
め
に
﹁
私
﹂
は
︑﹁
弟
に
参
加
を
思
い
止
ま
る
よ
う
説
得
し
な
が
ら
︑
い
ま
さ
ら
ど
う
し
よ

う
も
な
い
と
い
う
無
力
感
に
ひ
た
さ
れ
て
く
る
有
様
が
よ
く
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹂︵
二
八
〇
・
八
︶
と
︑
覚
之
助
の
心
情
の
読
み
直
し
を
迫

ら
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
内
面
の
読
み
か
え
が
行
わ
れ
る
の
は
安
岡
家
の
人
物
だ
け
で
は
な
い
︒﹁﹁
大
政
奉
還
﹂
と
い
う
破
天
荒
の
こ
と
を
推
し
進

め
︑
つ
い
に
そ
れ
を
達
成
さ
せ
た
﹂︵
一
〇
二
・
八
︶
な
ど
の
意
味
で
﹁
公
史
﹂
に
大
き
く
関
わ
る
人
物
︑
山
内
容
堂
も
︑
母
親
が
﹁
大
工
の
娘
﹂

で
あ
り
︑
容
堂
に
﹁
土
佐
庶
民
の
血
液
が
半
分
流
れ
て
い
﹂
た
と
い
う
情
報
が
追
加
さ
れ
︵
一
〇
〇
・
八
︶︑
そ
れ
に
よ
っ
て
内
面
が
︿
解
釈
﹀

し
な
お
さ
れ
て
い
る
︒﹁
私
史
﹂
へ
の
取
り
組
み
は
︑﹁
公
史
﹂
に
対
す
る
姿
勢
に
も
影
響
し
た
と
言
え
る
︒

第
三
十
回
の
野
中
太
内
に
切
腹
を
命
じ
た
容
堂
に
つ
い
て
︑
初
出
で
は
血
縁
的
﹁
劣
等
感
﹂
と
自
信
の
両
方
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
プ
ラ
イ
ド
の

高
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
︑
単
行
本
・
全
集
︵
五
八
~
五
九
・
九
︶
で
は
﹁
母
親
﹂﹁
差
別
﹂
の
要
素
が
入
っ
た
こ
と
で
︑
そ
の
内
面
や
言
動

は
よ
り
複
雑
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
初
出
十
二
回
の
終
わ
り
に
は
︑
土
佐
勤
王
党
ら
の
せ
い
で
﹁
公
武
合
体
論
の
武
家
た
ち
と
の
交
渉
﹂
の

根
ま
わ
し
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
容
堂
の
﹁
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
や
う
な
腹
立
た
し
さ
﹂︑﹁
国
士
気
取
り
で
公
卿
の
後
盾
﹂
を
す
る
勤
王

党
へ
の
﹁
自
分
の
意
見
に
反
対
す
る
な
ど
︑
笑
止
と
い
ふ
も
お
ろ
か
﹂
と
い
う
内
面
が
見
出
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
は
単
行
本
・
全
集
︵
二
一

七
・
八
︶
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
︒
初
出
の
﹁
劣
等
感
﹂
の
た
め
に
﹁
自
尊
心
﹂
を
少
し
で
も
傷
つ
け
ら
れ
れ
ば
激
高
し
︑﹁
郷
士
﹂
を
見
下
す

容
堂
像
は
︑
新
た
な
情
報
の
付
加
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
た
と
見
て
い
い
︒

﹁
私
﹂
は
新
た
な
史
料
や
情
報
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
自
身
の
以
前
の
認
識
や
︿
解
釈
﹀
を
見
直
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ

の
よ
う
に
人
物
の
内
面
が
︿
解
釈
﹀
さ
れ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
記
述
が
ド
ラ
マ
化
と
は
繫
が
ら
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
特
徴
的

な
例
と
し
て
︑
第
七
回
終
わ
り
か
ら
第
八
回
の
範
囲
︵
一
二
〇
~
一
四
三
・
八
︶
で
扱
わ
れ
る
東
洋
暗
殺
に
関
す
る
記
述
の
書
き
か
え
︑
構
成
の

変
更
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒
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第
七
回
︑
さ
ら
さ
れ
た
東
洋
の
首
に
つ
い
て
︑
初
出
は
﹁
士
格
の
者
の
首
が
一
つ
﹂
と
︑
誰
の
首
か
を
明
言
し
て
い
な
い
が
︑
単
行
本
・
全
集

は
﹁
吉
田
東
洋
の
首
が
﹂︵
一
二
〇
・
八
︶
と
書
い
て
い
る
︒
第
七
回
で
は
東
洋
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
た
め
︑
初
出
の
表
現
で
も
﹁
首
﹂
は
東
洋

の
も
の
と
予
想
は
つ
く
と
は
い
え
︑
出
来
事
は
先
送
り
に
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
続
く
第
八
回
︑
初
出
は
事
件
の
内
容
を
一
切
伝
え
な
い
文
助
日

記
の
内
容
と
︑
息
子
が
暗
殺
者
と
な
っ
た
文
助
の
心
情
の
︿
解
釈
﹀
か
ら
始
め
て
い
る
が
︑
単
行
本
・
全
集
は
東
洋
暗
殺
の
詳
細
を
伝
え
る
高
知

宇
佐
村
の
住
職
・
井
上
静
照
の
真
覚
寺
日
記
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
第
八
回
は
単
行
本
・
全
集
で
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
構
成
を

次
に
ま
と
め
る
︒

初
出

①
文
助
日
記
↓
②
真
覚
寺
日
記
⑴
↓
③
那
須
信
吾
の
手
紙
↓
④
真
覚
寺
日
記
⑵
↓
⑤
嘉
助
の
脱
藩
に
つ
い
て
︑
及
び
事
件
の
詳
細
↓
⑥
瑞

山
・
暗
殺
者
四
人
に
つ
い
て　

単
行
本
・
全
集

②
真
覚
寺
日
記
⑴
↓
③
那
須
信
吾
の
手
紙
︵
た
だ
し
初
出
と
は
用
い
ら
れ
た
史
料
が
異
な
る
︶
↓
④
真
覚
寺
日
記
⑵
↓
①
文
助
日
記
↓
⑤
嘉

助
の
脱
藩
に
つ
い
て
︑
及
び
事
件
の
詳
細
↓
保
守
派
と
の
密
約
︵
単
行
本
に
て
追
加
︶
↓
⑥
瑞
山
・
暗
殺
者
四
人
に
つ
い
て

初
出
は
冒
頭
に
誰
の
﹁
首
﹂
か
明
言
し
な
い
ま
ま
何
も
明
ら
か
に
し
な
い
文
助
日
記
を
置
き
︑
謎
を
解
い
て
い
く
よ
う
な
︑
い
わ
ば
ミ
ス
テ
リ

ー
的
演
出
と
も
言
え
る
構
成
だ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
単
行
本
に
て
見
直
さ
れ
た
︒
加
え
て
︑
事
件
の
全
体
像
を
踏
ま
え
た
上
で
文
助
と
嘉
助
の
心
情

を
見
出
し
て
い
く
単
行
本
・
全
集
は
︑
初
出
よ
り
も
︑﹁
私
史
﹂
と
し
て
の
彼
ら
の
心
情
に
焦
点
化
し
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒

詳
述
す
る
紙
数
の
余
裕
は
な
い
が
︑
事
件
の
部
外
者
多
数
の
興
味
と
し
て
情
報
収
集
し
た
静
照
の
︑
さ
ら
に
そ
れ
自
体
多
数
の
関
心
に
関
わ
る
記

録
と
し
て
翻
刻
さ
れ
た
真
覚
寺
日
記
か
ら
始
め
︑
そ
の
後
に
﹁
私
史
﹂
の
文
助
日
記
を
置
き
な
お
し
た
こ
と
で
︑﹁
公
史
﹂
的
把
握
は
謎
の
答
え
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と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
前
提
と
な
り
︑
そ
こ
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
と
し
て
︑
文
助
﹁
個
人
﹂
の
﹁
憂
悶
と
昏
惑
の
情
﹂
や
︑
息

子
か
ら
何
も
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
﹁
孤
立
し
た
父
親
の
姿
﹂
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
︵
一
三
一
・
八
︶︒

前
述
の
拙
論
に
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
文
学
性
は
︑﹁
虚
構
﹂
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
人
間
の
中
に
出
来
事
や
過
去
が
ど
の

よ
う
に
集
積
す
る
の
か
を
捉
え
得
た
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
点
で
︑
初
出
よ
り
も
単
行
本
以
降
の
構
成
の
ほ
う
が
︑
多
数
に
も
関
わ
る
暗
殺
の
事
実

に
直
面
し
た
文
助
の
心
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
︒
過
去
の
人
物
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
い
く
方
法
か
ら
は
︑﹁
虚
構
﹂
や
ド
ラ
マ
的
な
演
出
が
連

想
さ
れ
か
ね
な
い
が
︑﹃
流
離
譚
﹄
の
記
述
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒　

お
わ
り
に　
　

﹃
流
離
譚
﹄
の
書
き
か
え
に
は
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
異
な
る
歴
史
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
深
め
ら
れ
た
﹁
歴
史
﹂
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て

の
認
識
の
深
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
単
な
る
事
実
認
定
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
私
﹂
が
史
料
の
内
容
を
引
き
受
け
︑
彼
ら
の
内
面
を
自

ら
の
︿
解
釈
﹀
と
し
て
書
い
て
い
く
﹃
流
離
譚
﹄
の
方
法
は
︑
歴
史
家
た
ち
の
調
査
・
研
究
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒﹃
流
離
譚
﹄
は
︑
新
史
料
が
伝
え
る
事
実
に
よ
る
︿
解
釈
﹀
の
撤
回
を
も
厭
わ
ず
︑
誤
認
し
て
し
ま
う
﹁
私
﹂
が
﹁
私
史
﹂
の
偏
り
や
誤

り
を
承
認
し
︑
そ
れ
ら
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
尊
重
し
な
が
ら
︿
解
釈
﹀
を
繰
り
返
す
こ
と
で
︑
ま
と
ま
ら
ず
完
成
し
な
い
﹁
歴
史
﹂
を
紡
い
で
い

く
︒
以
上
か
ら
︑
安
岡
の
言
う
︿
史
実
﹀
と
は
︑
単
に
出
来
事
の
客
観
的
事
実
性
を
問
題
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
に
立
ち
合
っ
た
人
間

の
内
面
の
︿
解
釈
﹀
を
も
含
め
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒
改
め
て
︑﹃
流
離
譚
﹄
は
制
度
と
し
て
の
︑
そ
し
て
多
数
の
関
心
に
よ
り
解
明
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
の
因
果
関
係
を
退
け
︑︿
解
釈
﹀
を
通
し
て
︑
そ
こ
か
ら
見
逃
さ
れ
た
﹁
個
人
﹂
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
︒本

論
で
は
︑
全
体
に
多
く
用
い
ら
れ
た
史
料
や
︑
目
立
っ
た
事
例
か
ら
﹃
流
離
譚
﹄
を
取
り
巻
く
状
況
を
探
っ
た
が
︑
今
後
は
︑
出
来
事
や
事

件
の
記
述
に
用
い
ら
れ
た
史
料
を
よ
り
細
か
く
取
り
上
げ
︑
本
文
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
史
料
や
改
稿
の
問
題
を
含

め
て
︑﹃
流
離
譚
﹄
は
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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注（
１
）	
雑
誌
﹃
新
潮
﹄︵
一
九
七
六
・
三
~
一
九
八
一
・
四
︶
に
連
載
後
︑
新
潮
社
よ
り
単
行
本
上
下
巻
に
て
刊
行
︵
一
九
八
一
︶︒
そ
の
後
﹃
安
岡
章
太
郎
集
﹄

八
・
九
巻
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
︶
に
収
録
︒
本
文
の
引
用
は
︑
以
上
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
︒
引
用
に
際
し
て
適
宜
ル
ビ
は
省
略
し
た
︒

（
２
） 

桶
谷
秀
昭
﹁
歴
史
に
真
向
ふ
絶
対
感
情
─
安
岡
章
太
郎
﹃
流
離
譚
﹄
を
読
む
﹂︵﹃
文
藝
﹄
一
九
八
二
・
三
︶

（
３
）  

校
異
の
一
部
は
︑﹁
安
岡
章
太
郎
﹃
流
離
譚
﹄
校
異
︵
一
︶﹂
と
し
て
﹃
三
田
國
文
﹄
第
六
七
号
︵
二
〇
二
二
・
一
二
︶
に
発
表
し
た
︒

（
４
） 

日
本
史
学
で
は
︑
文
字
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
文
献
史
料
の
う
ち
︑﹁
文
書
﹂︵
差
出
人
か
ら
受
取
人
へ
の
意
志
を
表
示
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
︶

を
日
記
や
覚
書
の
類
を
含
む
﹁
記
録
﹂
と
わ
け
︑
古
文
書
学
の
範
囲
と
し
て
い
る
が
︑
本
論
で
は
広
義
の
﹁
古
文
書
﹂﹁
文
書
﹂
を
用
い
る
︒

（
５
） 

単
行
本
下
巻
︵
第
二
十
七
回
︶
以
降
修
正
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
上
巻
で
も
︑
第
二
十
回
︵
三
八
六
・
八
︶
か
ら
引
用
さ
れ
る
安
岡
権
馬
﹃
道
中
日
記
﹄

や
︑
覚
之
助
の
入
牢
日
に
触
れ
て
第
二
十
五
回
︵
四
三
九
・
八
︶
か
ら
再
度
引
用
が
は
じ
ま
る
文
助
日
記
の
本
文
に
は
修
正
は
見
当
た
ら
な
い
︒

（
６
）  

こ
の
時
期
︑
古
文
書
学
の
目
的
に
つ
い
て
は
︑﹁
古
文
書
の
真
偽
を
鑑
別
し
︑
古
文
書
を
正
確
に
読
み
︑
史
学
に
役
だ
て
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と
す
る
中

村
直
勝
の
説
︵﹃
日
本
古
文
書
学
﹄
上
︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
一
︶
や
︑﹁
古
文
書
学
と
は
文
書
史
で
あ
る
﹂
と
す
る
佐
藤
進
一
の
説
︵﹃
古
文
書
学
入

門
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
一
︶
な
ど
が
あ
っ
た
︒

（
７
） 

一
九
一
五
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
に
一
八
七
冊
を
刊
行
︒
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
東
京
大
学
出
版
会
が
覆
刻
再
刊
し
た
際
に
は
︑

詳
細
な
解
題
を
加
え
︑
分
冊
を
し
て
一
九
二
冊
︑
別
巻
一
冊
と
な
っ
た
︒

（
８
） 

全
集
九
巻
﹁
後
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑
安
岡
が
見
た
﹃
関
係
文
書
﹄
は
一
九
七
二
年
に
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
覆
刻
本
︒

（
９
） 

送
り
仮
名
の
変
更
︑
句
読
点
の
位
置
な
ど
︑
活
字
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
史
書
で
あ
っ
て
も
︑
写
し
間
違
い
の
修
正
と
思
わ
れ
る
異
同
は
多
く
見
ら
れ
る
︒

ま
た
全
集
九
巻
の
﹁
後
書
﹂
に
は
︑﹁
小
笠
原
家
の
当
主
﹂
を
訪
ね
︑﹁
か
ず
か
ず
の
貴
重
な
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
﹂
と
あ
り
︑
安
岡
家
文
書
以

外
に
も
原
本
に
あ
た
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
︑
執
筆
資
料
な
ど
の
調
査
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ

う
︒

（
10
） 

司
馬
遼
太
郎
﹁
平
尾
史
学
の
普
遍
性
﹂︵﹃
平
尾
道
雄
選
集
﹄
第
一
巻
︑
高
知
新
聞
社
︑
一
九
七
九
︶
以
下
︑
司
馬
の
引
用
は
全
て
同
論
に
よ
る
︒

（
11
） 

林
英
夫
﹁
地
方
史
抄　

高
知
﹃
土
佐
史
談
﹄﹂︵﹃
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
九
八
〇
・
四
・
二
五
︶

（
12
） 

磯
貝
勝
太
郎
﹁
歴
史
・
時
代
小
説
の
傾
向
︑
文
体
︑
作
家
と
文
献
史
料
﹂︵﹃
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
七
九
・
三
︶
に
よ
れ
ば
︑
子
母
沢
寛
﹃
新
選

組
始
末
記
﹄︵
一
九
二
八
︶
と
あ
わ
せ
て
︑﹁
新
選
組
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
基
本
文
献
で
︑
今
だ
に
そ
の
水
準
を
越
え
る
も
の
は
出
て
い
な
い
﹂
と
い
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う
︒
特
に
平
尾
の
著
作
は
︑
多
く
歴
史
文
学
の
参
考
文
献
と
し
て
用
い
ら
れ
た
︒ 

（
13
） 
岡
本
桂
典
﹁
土
佐
考
古
学
史
か
ら
み
た
地
方
誌
﹃
土
佐
史
談
﹄
─
二
〇
〇
号
記
念
特
集
号
に
よ
せ
て
─
﹂︵﹃
土
佐
史
談
﹄
一
九
九
六
・
一
︶

（
14
）  
広
谷
喜
十
郎
﹁
土
佐
史
談
会
の
動
向
﹂︵﹃
土
佐
史
談
﹄
一
九
七
八
・
五
︶

（
15
） 

文
久
元
年
五
月
二
十
八
日
付
嘉
助
宛
書
簡
︵
一
六
五
・
八
︶
か
ら
︑
文
久
三
年
八
月
二
十
四
日
付
文
助
宛
書
簡
︵
二
九
五
・
八
︶
ま
で
︑
初
出
か
ら
九

通
ほ
ど
追
加
︒

（
16
）  

安
岡
章
太
郎
﹁
脱
走
者
の
兄
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
八
〇
・
二
︶
に
︑﹁
息
子
の
平
太
郎
が
藩
に
届
け
出
た
覚
之
助
の
履
歴
に
よ
れ
ば
︑
文
久
二
年
五
月
︑

覚
之
助
は
土
佐
で
謹
慎
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
を
り
︑
そ
の
理
由
と
し
て
︑
／
︽︵
住
吉
︶
陣
屋
外
ニ
於
テ
実
弟
嘉
助
ニ
面
会
セ
シ
点
ヲ
咎
メ
ラ
レ
テ
ナ

リ
︾
／
と
あ
る
の
で
︑
や
う
や
く
こ
の
と
き
兄
弟
が
面
会
し
て
ゐ
る
こ
と
は
ハ
ッ
キ
リ
わ
か
つ
た
﹂
と
あ
る
︒


