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は
じ
め
に

津
田
左
右
吉
は
、
今
か
ら
五
十
年
前
の
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
）
十
二
月
四
日
（
月
）
午
前
四
時
、
東
京
都
武
蔵
野

市
境
の
自
宅
で
亡
く
な
っ
た
。
時
に
満
八
十
八
歳
で
あ
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
誕
生
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
十

月
三
日
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
戸
籍
上
で
は
、
十
二
月
四
日
の
生
ま
れ
と
さ
れ
て
い
た
。
奇
し
く
も
、
同
じ
月
日
に
亡
く

な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
出
身
地
は
、
岐
阜
県
加
茂
郡
栃
井
村
（
現
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
東
栃
井
）
で
あ
り
、
父
は
尾
張
藩

の
士
族
で
あ
っ
た
。

本
論
文
集
は
、
こ
の
津
田
左
右
吉
没
後
五
十
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
早
川
万
年
氏

の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
。

現
在
、
津
田
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
全
三
十
三
巻
（
一
九
六
三
〜
六
六
年
）
と
、
第
二
次
全
集

全
三
十
五
巻
（
一
九
八
六
〜
八
九
年
、
と
も
に
岩
波
書
店
）
が
存
在
し
、
質
量
と
も
に
群
を
抜
く
全
集
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
質
量
を
読
み
こ
な
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
研
究
分
野
も
、
記
紀
批
判
の
研
究
、
日
本
の
「
国
民
思
想
」
研

究
、
中
国
思
想
の
研
究
、「
満
鮮
」
地
理
歴
史
研
究
、
そ
し
て
歴
史
教
育
そ
の
他
の
発
言
な
ど
と
多
岐
に
わ
た
る
。
な

か
な
か
個
人
で
太
刀
打
ち
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
全
集
と
は
別
に
、
死
後
、
新
書
・
文
庫
版
も
刊
行
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
岩
波
文
庫
と
し
て
『
文
学
に
現
は
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れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
全
八
冊
（
一
九
七
七
〜
七
八
年
）、
岩
波
新
書
と
し
て
『
シ
ナ
思
想
と
日
本
』（
一
九
八
四

年
。
一
九
三
八
年
版
の
新
装
復
刊
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
岩
波
文
庫
に
今
井
修
編
『
津
田
左
右
吉
歴
史
論
集
』（
二

〇
〇
六
年
）
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
前
二
著
は
、
今
日
絶
版
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
津
田
に
関
す
る
論
述
も
出
た
。
死
後
ほ
ど
な
く
の
追
悼
論
評
、
全
集
の
月
報
、
論
集
や
雑
誌
に
載
せ
ら

れ
た
単
独
の
論
説
、
早
稲
田
大
学
の
出
版
物
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
論
著
・
論
集
と
し
て
は
、
家
永
三

郎
『
津
田
左
右
吉
の
思
想
史
的
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）、
上
田
正
昭
編
『
人
と
思
想　
津
田
左
右
吉
』（
三
一
書

房
、
一
九
七
四
年
）、
大
室
幹
雄
『
ア
ジ
ア
ン
タ
ム
頌　

津
田
左
右
吉
の
生
と
情
調
』（
新
曜
社
、
一
九
八
三
年
）、
鈴
木
瑞
枝

『
黄
昏
の
人　

津
田
左
右
吉
』（
八
雲
書
房
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
り
、
展
示
図
録
と
し
て
は
、
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
編
『
津
田
左
右
吉―
そ
の
人
と
時
代―

』（
同
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
〇
〇
四
年
）
を
上
げ
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、

津
田
と
内
藤
湖
南
を
取
り
上
げ
た
増
淵
龍
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
ま

た
、
津
田
と
三
宅
米
吉
・
森
鷗
外
を
と
り
上
げ
た
雑
誌
特
集
「
日
本
古
代
史
の
研
究
と
学
問
の
自
由
」（『
歴
史
評
論
』
三

六
三
、
一
九
八
〇
年
）、
津
田
と
村
岡
典
嗣
・
和
辻
哲
郎
を
と
り
上
げ
た
雑
誌
特
集
「
日
本
思
想
史
学
の
誕
生
」（『
季
刊
日
本

思
想
史
』
六
三
、
二
〇
〇
三
年
。
関
連
雑
誌
と
し
て
『
日
本
思
想
史
学
』
三
五
も
あ
る
）
な
ど
も
刊
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
津
田
に
関
す
る
論
述
の
発
表
は
、
両
全
集
刊
行
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。
や
は
り
、
全
集

が
読
ま
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
津
田
の
研
究
分
野
の
広
さ
や
、
津
田
が
提
起
し
た
諸
課
題
の
重
要
性
、
そ
し
て
、

そ
の
資
料
の
多
さ
に
呼
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
述
も
一
様
で
は
な
い
。
と
く
に
、
第
二
次
全
集
後
で
あ
る
一
九
九
〇

年
代
以
降
は
、
時
代
と
そ
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
津
田
論
が
出
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
毎
年
、
ど
こ
か
で
津
田
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

思
え
ば
、
こ
れ
は
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
厚
長
大
と
も
言
え
る
津
田
の
全
集
を
読
み
こ
な
す
の
は
、

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
手
に
取
り
易
い
は
ず
の
文
庫
・
新
書
本
も
絶
版
が
多
く
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
環
境

に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
断
な
く
津
田
論
が
現
れ
る
の
は
、
限
ら
れ
た
人
た
ち
の
範
囲
内
で
あ

る
と
の
見
方
も
あ
り
得
よ
う
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
が
、
と
く
に
津
田
論
を
専
門
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
や
は
り
、
避
け
て
通
れ
な
い
津
田
、
ど
こ
か
で
突
き
当
た
る
津
田
の
存
在
が
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
津
田
論
は
、
津
田
へ
の
「
読
み
違
い
」
が
幾
重
に
も
な
が
く
続
い
た
こ
と
へ
の
挑
戦
と
な
っ
て
、
さ
ら
に

津
田
の
存
在
と
魅
力
を
増
幅
さ
せ
て
き
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
読
み
違
い
」
と
は
、
正
否
の
二
元
論
で
割
り
切
れ
る
「
誤
読
」
と
は
異
な
り
、「
読
み
の
ズ

レ
」「
読
み
の
ネ
ジ
レ
」「
読
み
の
組
み
換
え
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
現
行
の
教
科
書
記
述
に
よ
る
と
、
津
田
の
研
究
は
大
正
時
代
の
自
由
主
義
的
な
実
証
研
究
の
一
環
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
読
み
違
い
」
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
津
田
の
最
初
の
大
著
『
神
代
史
の
新

し
い
研
究
』
は
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
に
、
つ
い
で
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究　

貴
族
文
学
の

時
代
』
は
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
間
、「
満
鮮
」
地
理
歴
史
研
究
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
大
正
時
代
に
入
っ
て
津
田
の
研
究
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
大
正
時
代
が
津
田
の
研
究
を
突
然

生
み
出
し
た
は
ず
は
な
い
。

少
な
く
と
も
津
田
は
、
田
口
卯
吉
の
企
画
編
集
に
な
る
『
国
史
大
系
』
を
予
約
購
読
し
は
じ
め
た
一
八
九
七
年
（
明
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治
三
十
）
三
月
か
ら
、
本
格
的
な
記
紀
の
批
判
的
研
究
に
と
り
か
か
っ
た
。
時
に
満
二
十
四
歳
で
あ
る
。
こ
の
『
国
史
大

系
』
の
第
一
冊
目
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
り
、
第
七
冊
目
が
『
古
事
記
』
で
あ
っ
た
（
一
八
九
八
年
刊
）。
そ
こ
に
は
、
膨

大
な
書
き
込
み
が
あ
る
。
津
田
が
日
記
に
「
歴
史
は
本
職
」
と
書
き
、「
上
代
紀
年
」
論
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
た
の

も
、
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
研
究
は
、
お
よ
そ
十
五
年
後
か
ら
結
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
れ

ば
、
帰
農
士
族
の
子
と
し
て
、
明
治
憲
法
制
定
以
前
に
生
ま
れ
育
っ
た
津
田
の
自
由
と
孤
独
、
そ
し
て
反
骨
の
精
神
環

境
へ
と
、
そ
の
淵
源
は
辿
れ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
津
田
の
起
訴
事
件
に
つ
い
て
も
「
読
み
違
い
」
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
学
問
の
自
由
に
対
す
る
国

家
「
弾
圧
」
事
件
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
局
面
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
津

田
自
身
、
こ
の
裁
判
が
「
弾
圧
」
で
は
な
い
と
、
度
々
、
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
こ
こ
で
、
そ
の
津
田
の
理

由
を
反
復
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
津
田
発
言
に
困
惑
し
た
人
は
多
い
。
こ
れ
も
「
読
み
違
い
」
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
記
紀
批
判
研
究
へ
の
「
読
み
違
い
」
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
津
田
の
訃
報
に
応
え
て
読
売
新
聞

に
追
悼
文
を
寄
せ
た
和
歌
森
太
郎
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
の
津
田
を
回
顧
し
て
、「
先
生
の
こ
と
だ
か
ら
天
皇
制
否
定
だ

ろ
う
な
ど
と
思
っ
た
人
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
思
え
ば
そ
そ
っ
か
し
い
話
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多

く
の
人
が
、
津
田
の
記
紀
批
判
研
究
を
「
読
み
違
え
」
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
晩
年
の
津
田
自
身
も
触
れ

て
お
り
、
自
分
の
著
作
が
「
誤
解
」
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
紀
の
記
載
の
「
歴
史
性
事

実
性
を
否
定
す
る
」
方
面
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
主
要
目
的
」
を
達
す
る
た
め
の
「
一
方
法
」
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「
準
備
作
業
」
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、「
否
定
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
諸
学
者
も
試
み
た
で
は
な

い
か
、
と
。
本
当
の
目
的
は
、
い
か
に
そ
れ
が
「
歴
史
的
事
実
」
で
は
な
い
「
物
語
」
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
な
ぜ
、
そ

の
よ
う
な
「
物
語
」
が
出
来
た
の
か
と
い
う
「
思
想
と
心
情
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の

「
思
想
と
心
情
」
が
記
紀
記
載
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
事
実
」
と
い
う
よ
り
も
「
真
実
」
に
近

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
津
田
は
、「
事
実
」
と
「
真
実
」
と
を
巧
み
に
区
別
し
て
い
た
。「
事
実
」
の
否
定
は
「
真
実
」
の
否
定
に
は

な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、「
事
実
」
の
否
定
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
「
真
実
」
が
現
れ
て
く

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
と
転
回
は
、「
事
実
史
」
追
求
と
「
思
想
史
」（
思
想
上
の
事
実
史
）
構
築
と
の
関
係
と

し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
史
料
」
が
そ
の
ま
ま
「
歴
史
」
で
は
な
い
と
い
う
関
係
に
も
及
ぶ
こ
と

に
な
る
。
津
田
の
天
皇
制
理
解
に
し
て
も
、
記
紀
記
載
の
「
事
実
」
批
判
作
業
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日

本
は
天
皇
に
よ
る
征
服
国
家
で
も
な
け
れ
ば
、
民
衆
を
直
接
支
配
し
、
民
衆
か
ら
の
抵
抗
を
う
け
る
天
皇
で
も
な
い
と

こ
ろ
に
、
天
皇
制
の
素
形
が
あ
る
と
の
「
真
実
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
憲
法
下
で
推
し
進
め
ら
れ

た
新
天
皇
制
に
大
い
な
る
違
和
感
を
抱
き
続
け
、
早
く
か
ら
津
田
自
身
が
言
う
象
徴
天
皇
制
の
回
復
を
望
ん
だ
も
の
と

み
ら
れ
る
。

津
田
の
記
紀
批
判
の
過
程
で
、「
帝
紀
」「
旧
辞
」
そ
し
て
「
神
代
」
記
述
の
成
立
期
が
問
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
ま
た
、
津
田
の
死
後
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
も
出
て
い
る
。
そ
の
反
論
に
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
し
か

し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
津
田
の
「
読
み
」
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
「
事
実
」
と
「
真
実
」、「
事
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実
史
」
と
「
思
想
史
」、「
史
料
」
と
「
歴
史
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
説
と
転
回
の
論
理
、
そ
し
て
、
歴
史

を
「
読
む
」
こ
と
の
方
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
、
日
本
で
は
、
津
田
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
に
、
か
つ
精
緻
に
、

そ
し
て
自
前
で
例
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
史
料
」
と
「
歴
史
」
と
の
間
に
あ
る
深
い
溝
を
想
起
さ
せ
、

「
史
料
」
か
ら
「
歴
史
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
危
う
さ
、
怖
さ
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
こ

の
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
「
読
ん
だ
」
と
断
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

津
田
へ
の
「
読
み
違
い
」
は
、
や
は
り
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
和
歌
森
の
言
う
「
そ
そ
っ
か
し
い
」
私
た

ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
弁
明
す
れ
ば
、
津
田
の
「
一
方
法
」
と
「
主
要
目
的
」
と
の
逆
説
的
な
関
係
は
難

題
中
の
難
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
津
田
自
身
の
飛
躍
と
「
読
み
違
い
」
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
た
め
か
、

津
田
自
身
の
行
論
も
、
実
に
分
か
り
に
く
い
。
津
田
へ
の
「
読
み
違
い
」
は
、
津
田
の
側
か
ら
も
準
備
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

本
論
文
集
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
未
解
決
の
津
田
を
、
ま
た
は
、
未
解
決
の
私
た
ち
を
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

主
題
で
あ
る
「
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』」、
副
題
で
あ
る
「
津
田
左
右
吉
を
読
み
な
お
す
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な

視
座
の
も
と
で
導
き
出
さ
れ
た
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
津
田
が
『
国
史
大
系
』
の
初
回
配
本
と
し
て
「
読
み
込
ん
だ
」
記
念
す
べ
き
「
擬
似
歴
史
」
書

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
歴
史
」
に
「
擬
似
」
さ
せ
て
説
明
し
た
古
典
で
あ
る
。
津
田
は
、
こ
れ
を
「
史
料
」
と
し
て

「
読
ん
だ
」
の
で
あ
り
、「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
「
読
ん
だ
」
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
否
定
作
業
を
通
じ
て

「
歴
史
」
を
、
あ
る
い
は
「
真
実
」
を
、
つ
ま
り
「
思
想
上
の
事
実
」
を
呼
び
だ
し
、「
史
料
」
と
は
異
な
る
世
界
な
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い
し
次
元
に
お
い
て
肯
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
壮
大
な
「
歴
史
」
の
理
論
で
あ
り
方
法
で

あ
っ
た
。

そ
の
「
歴
史
」
と
は
、「
事
実
史
」
で
は
な
く
「
思
想
史
」
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
、

「
文
学
に
現
は
れ
た
る
（
我
が
）
国
民
思
想
の
研
究
」
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
深
奥
に
は
、「
事
実
史
」

へ
の
信
奉
を
安
易
に
信
頼
し
な
い
津
田
が
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
味
と
し
て
の
「
歴

史
」
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
事
実
史
」
の
不
可
能
性
も
し
く
は
「
事
実
史
」
信
奉
の
欺
瞞
性
を
見
抜
い
て

い
た
ふ
し
が
あ
る
。

こ
の
営
み
は
、「
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』」
を
い
か
に
受
け
取
り
、
そ
こ
か
ら
何
を
適
切
に
創
り
出
す
か
と
い

う
こ
と
に
等
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
営
み
は
、
実
は
『
日
本
書
紀
』
の
撰
上
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
な
が
い
受
容
史
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
果
て
に
、
津
田
の
否
定
的
な
「
読
み
」
と
肯
定
的
な

「
読
み
」
と
の
逆
説
的
な
、
体
系
的
な
転
回
論
理
が
登
場
し
た
。
そ
の
あ
と
に
、
私
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
文

集
は
、
そ
の
な
が
い
『
日
本
書
紀
』「
読
み
」
の
道
程
を
、
そ
し
て
、『
日
本
書
紀
』
を
典
型
と
す
る
「
史
料
」「
読
み
」

の
道
程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
今
の
私
た
ち
が
「
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』」
を
い
か
に
受
容
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
津
田
左
右

吉
を
い
か
に
受
容
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
時
、
津
田
へ
の
幾
重
に
も
交
わ
る
「
読
み
違
い
」
を
解
き
ほ

ぐ
し
て
い
く
過
程
が
、
有
効
に
は
た
ら
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
津
田
が
記
紀
を
批
判
し
て
い
く
過
程

で
、
肯
定
す
べ
き
も
の
を
探
り
当
て
よ
う
と
し
た
手
法
に
近
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
津
田
自
身
が
む
し
ろ
記
紀
の
よ
う
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な
「
史
料
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
記
紀
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
多
面
的
な
素
材
か
ら
成
り
立
つ
「
史

料
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
集
の
半
面
は
、
や
は
り
「
津
田
左
右
吉
を
読
み
な
お
す
」
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
も
と
で
、
本
論
文
集
を
贈
り
出
し
た
い
。
貴
重
な
論
考
を
数
多
く
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
執
筆
者

の
み
な
さ
ん
に
は
、
こ
の
間
、「
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』」
を
、
ま
た
は
「
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』」
の

受
容
史
を
、
そ
し
て
津
田
ワ
ー
ル
ド
を
「
読
み
直
な
お
す
」
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
あ
つ
く
お

礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
執
筆
者
各
位
の
「
読
み
な
お
し
」
が
、
こ
れ
か
ら
な
が
く
、
広
く
、
そ
し
て
深
く
受
け
止

め
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
念
じ
て
止
ま
な
い
。

　
二
〇
一
一
年
九
月

新
川
登
亀
男　
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あとがき

あ
と
が
き

本
書
の
主
旨
は
、
冒
頭
の
新
川
登
亀
男
氏
の
「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
刊
行
に
い
た
る
経
緯
を
こ

こ
に
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。

二
〇
〇
九
年
二
月
、
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
文
化
の
森
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
可
児
光
生
氏
が
岐
阜
大
学
の
わ
た
く
し
の
と
こ
ろ
に

来
ら
れ
た
。
そ
の
際
の
話
題
は
憶
え
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
用
件
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
帰
り
が
け
に
、

可
児
さ
ん
は
、
再
来
年
、
津
田
左
右
吉
没
後
五
十
周
年
を
迎
え
る
と
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
は
、
津
田
没
後
五
十
年
が

目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
は
、
お
互
い
、
何
か
企
画
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
、
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
と
思
う
。

津
田
は
、
現
在
の
美
濃
加
茂
市
下
米
田
の
出
身
で
、
美
濃
加
茂
市
文
化
の
森
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
、
津
田
の
コ
ー
ナ
ー
も
あ

り
、
二
〇
〇
四
年
の
二
月
に
は
、「
津
田
左
右
吉―

そ
の
人
と
時
代―

」
と
題
す
る
企
画
展
を
開
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
地
元

の
下
米
田
小
学
校
に
は
、
津
田
が
生
前
に
寄
付
し
た
書
籍
が
残
さ
れ
て
お
り
、
津
田
左
右
吉
顕
彰
会
の
事
業
も
、
地
元
の
熱
意
の
も

と
に
、
な
が
く
続
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
企
画
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
も
そ
も
、
記
念
事
業
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
ず
は
、
津
田
が

な
が
ら
く
教
鞭
を
と
っ
た
早
稲
田
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
二
〇
〇
四
年
の
企
画
展
の
際
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
を
は
じ
め
、
万
般

を
リ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
っ
た
新
川
登
亀
男
氏
に
相
談
し
た
。
何
度
か
話
を
重
ね
な
が
ら
、
共
有
し
た
問
題
の
第
一
は
、
今
の
学
問
状
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況
と
津
田
左
右
吉
の
存
在
を
本
当
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
初
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
は
、
た
と
え
、
津
田
左
右
吉
を
回
顧
す
る
展
示
が
開
催
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
在
（
欲
を
言
え
ば
将
来
に

わ
た
っ
て
）
の
学
界
に
有
意
義
な
発
信
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、
企
画
と
し
て
、
津
田
没
後
五
十
年
に
値
し
な
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
。
一
方
で
、
津
田
の
業
績
は
ま
こ
と
に
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
現
代
的
な
意
義
を
全
面
的
に
問
い
直
す
の
は
、
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。
学
術
的
な
論
集
を
実
現
す
る
に
も
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
テ
ー
マ
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
慎
重

な
検
討
の
上
、
新
川
氏
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
古
代
史
学
を
軸
と
し

な
が
ら
も
、
関
連
分
野
の
研
究
者
幾
人
か
に
も
、
論
文
執
筆
の
呼
び
か
け
を
行
う
と
い
う
方
向
性
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
勉
誠
出
版
の
ご
理
解
を
得
て
、
二
〇
一
〇
年
の
四
月
に
、
津
田
左
右
吉
没
後
五
十
年
を
念
頭
に
置
き
、『
日
本
書
紀
』

を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
津
田
の
学
問
等
に
つ
い
て
、
論
文
執
筆
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
年
余
を
経
て
、
ご
覧
の
と
お
り
の

力
作
が
寄
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
刊
行
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。

本
書
刊
行
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
早
稲
田
大
学
・
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
共
同
で
、
津
田
展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
没
後
五
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
、
大
学
と
自
治
体
が
連
携
し
て
有
意
義
な
記
念
展
示
が
実
現
で
き
た
の
は
、
双
方

の
関
係
者
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
集
の
計
画
も
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
と
連
動
し
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
を
論
じ
る
際
に
、
津
田
の
研
究
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
ま
た
、
津
田
の
長
い
学
問
人
生
に
お
い
て
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
は
つ
ね
に
厳
し
い
考
察
の
対
象
で
あ
り
続
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
津
田
の
学
問
の
意
義
を
問
う
際
に
、『
日
本
書
紀
』

を
一
つ
の
軸
と
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
以
上
に
、
今
の
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め

て
広
い
視
野
か
ら
、
史
料
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』
の
性
格
を
考
え
て
み
る
こ
と
、
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
歴
史
的
に
い
か
な

る
「
役
割
」
を
果
た
し
て
き
た
の
か
を
検
証
し
、
そ
の
う
え
で
、
自
ら
の
問
題
意
識
を
深
め
、
方
法
論
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
で
あ
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ろ
う
。
津
田
の
業
績
が
没
後
五
十
年
を
経
て
も
読
み
継
が
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
生
を
賭
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
立
ち
向

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
批
判
」
を
学
問
と
し
て
成
立
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
津
田
は
そ
の
よ
う
な
生
真
面
目
さ
を
貫
い
た
と
言
え

よ
う
。
今
あ
ら
た
め
て
、
津
田
の
視
点
と
論
説
は
、
多
方
面
か
ら
問
い
直
さ
れ
、
読
み
直
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

本
書
の
論
説
は
、
こ
の
た
び
の
企
画
を
前
提
と
し
た
研
究
会
の
開
催
や
、
執
筆
者
全
員
に
よ
る
意
見
交
流
の
う
え
に
成
り
立
っ
た

も
の
で
は
な
い
。
原
稿
の
締
め
切
り
が
近
づ
く
頃
に
、
一
度
、
声
を
か
け
て
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
新
川
氏

と
日
程
の
相
談
を
始
め
た
矢
先
に
、
あ
の
震
災
の
日
を
迎
え
た
。
そ
の
た
め
、
論
文
間
に
は
、
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
す

る
局
面
、
よ
く
似
た
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
、
執
筆
者
各
位
の
真
摯
な
取
り
組
み
の

上
に
述
べ
ら
れ
た
見
解
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
研
究
の
最
前
線
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
読
者
も
よ
く
ご
理
解
く
だ
さ

る
こ
と
と
思
う
。

津
田
没
後
五
十
年
を
記
念
し
て
の
論
集
が
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
結
実
し
た
こ
と
は
大
き
な
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

日
頃
、
研
究
上
の
交
流
が
乏
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
企
画
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、
そ
し
て
、
充
実
し
た
ご
論
考
を
お

寄
せ
く
だ
さ
っ
た
執
筆
者
の
各
位
に
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
勉
誠
出
版
の
池
嶋
洋
次
社
長
、
編
集
部
の
𠮷
田
祐
輔
氏
に
は
、
終
始
、
行
き
届
い
た
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
二
〇
一
一
年
九
月

早
川
万
年　
　




