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天
文
八
年
︵
一
五
三
九
︶
の
歳
末
︑
大
内
氏
の
経
営
す
る
遣
明
船
の
副
使
と
し
て
中
国
に
渡
っ
て
き
た
天
龍
寺

妙み
ょ
う

智ち

院い
ん

の
僧
策さ
く

彦げ
ん

周し
ゅ
う

良り
ょ
うが
︑
三
国
志
の
故
地
︑
長
江
北
岸
の
荊け
い

州し
ゅ
う

近
く
の
鍾し
ょ
う吾ご

駅
で
︑
次
の
よ
う
な
漢
詩
を

詠
ん
で
い
る
︵『
初
渡
集
』
下
之
上
︑
嘉
靖
十
八
年
十
二
月
三
十
日
条
︶︒

遠
離
日
域
入
真
丹　
　
遠
く
日
域
を
離
れ 

真し
ん
た
ん丹
に
入
り

為
月
今
宵
偶
拍
欄　
　
月
の
為
め
に 
今
宵 

偶た
ま

た
ま
欄
を
拍う

つ

回
首
人
間
尽
胡
越　
　
首
を
回め
ぐ

ら
さ
ば 
人じ
ん
か
ん間 

尽
く
胡こ

越え
つ

姮
娥
独
作
旧
時
看　
　
姮こ
う

娥が

の
み
独
り
作な

す 
旧
時
の
看

遠
く
日
本
︵
日
域
︶
を
離
れ
て
中
国
︵
真
丹
＝
震
旦
︶
の
地
に
来
た
と
こ
ろ
︑
今
宵
の
月
が
あ
ま
り
に
美
し
い
の
で

欄
干
に
も
た
れ
か
か
っ
た
︒
あ
た
り
を
見
回
せ
ば
︑
恰あ
た
か

も
見
慣
れ
ぬ
北
の
胡
の
国
や
南
の
越
の
国
の
人
た
ち
ば

か
り
だ
が
︑
た
だ
独
り
︑
月
に
上
が
っ
た
姮こ
う

娥が

だ
け
が
か
つ
て
の
姿
を
た
た
え
て
い
る―

︒
仙
女
た
ち
の
リ
ー

ダ
ー

西
さ
い⎝
せ
い
⎠王お
う

母ぼ

か
ら
︑
弓
の
名
手
の
羿げ
い

が
入
手
し
た
不
老
不
死
の
薬
を
︑
そ
の
妻
姮
娥
︵
嫦じ
ょ

娥う
が

︶
が
盗
み
出
し
︑
や

が
て
は
月
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
︵
そ
こ
で
蟇ひ
き

蛙が
え
るに
な
っ
た
︶
と
い
う
故
事
︵『
淮え

南な
ん

子じ

』
巻
六―

覧
冥
訓
十
二
︶
を
引
い
た
も
の

sam
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だ
︒
月
だ
け
は
ど
こ
で
見
て
も
変
わ
ら
な
い
︑
と
い
う
結
句
か
ら
は
︑
遣
明
使
一
行
の
望
郷
の
念
が
看
て
取
れ
る

が
︑
い
ま
︑
こ
の
漢
詩
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
︑
策
彦
和
尚
が
自
分
の
こ
と
を
華
人
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る

箇
所
で
あ
る
︒「
あ
た
り
を
見
回
せ
ば
」︑
む
し
ろ
本
物
の
華
人
た
ち
が
い
る
に
違
い
な
い
の
に
︑
そ
れ
を
蛮
夷
の

「
胡
」
や
「
越
」
と
言
っ
て
憚
ら
な
い
︒
ち
ょ
っ
と
笑
い
を
誘
う
フ
レ
イ
ズ
と
も
い
え
る
が
︑
し
か
し
笑
っ
て
ば

か
り
も
い
ら
れ
な
い
︒

と
い
う
の
も
︑
策
彦
和
尚
の
一
行
は
︑
北
京
に
お
い
て
︑
朝
鮮
使
節
と
の
あ
い
だ
で
外
交
上
の
ト
ラ
ブ
ル―

座ざ

次じ

の
相そ
う

論ろ
ん―
を
起
こ
し
て
い
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
︵『
朝
鮮
中
宗
実
録
』
三
十
九
年
四
月
壬
辰
条
︒
村
井
章
介
『
中
世
倭

人
伝
』︹
岩
波
新
書
︑
一
九
九
三
年
︺
二
一
八
頁
参
看
︶︒

司し

憲け
ん

府ふ

︹
大
司
憲
林り
ん

百ひ
ゃ
く

齢れ
い―
橋
本
註
︺
︙
︙
且
つ
聞
く
︑
倭
人
︑
中
ち
ゅ
う

原げ
ん

︹
中
国
＝
明
朝
︺
に
言も
う

し
て
曰
く
︑「
朝
鮮
は

我
︹
日
本
︺
に
服
事
す
︑
我
ま
さ
に
其
の
上
に
序
す
べ
し
」
と
云
え
り
と
︒
乃
ち
厚
待
の
恩
を
念お
も

わ
ず
︑
反か
え

り
て
驕
心
を
生
じ
︑
班
を
上
国
︹
明
朝
︺
に
争
う
︒
其
の
言
此
く
の
ご
と
く
︑
辱は

じ

の
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
︒

村
井
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
こ
に
見
え
る
北
京
に
来
た
「
倭
人
」
こ
そ
︑
天
文
七
年
度
遣
明
使
湖こ

心し
ん

碩せ
き

鼎て
い

一
行
︵
副

使
が
策
彦
周
良
︶
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
︒
明
ら
か
に
︑
日
本
の
遣
明
使
一
行
の
︑
朝
鮮
に
対
す
る
蔑
視
観
が
う
か

が
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
策
彦
和
尚
ら
は
︑
中
華
へ
の
憧
憬
や
同
列
意
識
を
強
烈
に
も
ち
な
が
ら
も
︑
自
ら
が

中
華
皇
帝
へ
の
朝
貢
使
節
︵
の
一
員
︶
で
あ
る
こ
と―

日
本
が
中
華
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と―

を
よ
く
承
知
し

て
い
た
︒
だ
か
ら
︑
せ
め
て
朝
鮮
な
ど
よ
り
も
上
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
お
き
た
い
︑

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

直
接
の
関
係
は
な
い
も
の
の
︑
類
似
の
史
料
が
︑
策
彦
自
身
の
日
記
に
残
っ
て
い
る
︒
策
彦
が
入
港
地
の
寧
波

で
︑
通
事
の
周
文
衡
に
対
し
て
「
吾
が
国
は
高
く
朝
鮮
・
琉
球
の
上
に
出い

づ
︑
是
れ
曩の
う

昔じ
ゃ
く

以
来
の
規
な
り
」
と

筆
談
で
語
っ
た
も
の
だ
︵『
初
渡
集
』
上
︑
天
文
八
年
五
月
二
十
一
日
条
︒
村
井
章
介
『
海
か
ら
見
た
戦
国
日
本―

列
島
史
か
ら
世
界

史
へ
』︹
ち
く
ま
新
書
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
七
年
︺
一
九
五
頁
参
看
︶︒
ち
な
み
に
︑
日
本
か
ら
の
遣
明
使
節
の
中
国
で
の
班

次
は
︑
永
正
度
遣
明
使
の
と
き
に
「
殿
西
第
七
班
」
と
定
め
ら
れ
た
︵『
明
武
宗
実
録
』
正
徳
四
年
︹
一
五
〇
九
︺
十
二
月
乙

卯
条
︶︒
朝
鮮
使
節
が
「
殿
東
第
七
班
」
な
の
で
︑
ほ
ぼ
同
等
だ
が
朝
鮮
よ
り
も
若
干
下
と
い
う
設
定
で
あ
る
︒
と

も
あ
れ
︑
策
彦
は
︑
自
ら
は
︵
主
観
的
・
希
望
的
に
は
︶「
華
人
」
で
あ
り
︑
朝
鮮
を
一
段
下
に
見
て
い
た
︑
と
概
括

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
華
人
」
は
︑
民
族
的
出
自
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒

さ
て
︑
以
上
見
た
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
︑
策
彦
た
ち
の
対
外
観
・
国
際
意
識
に
は
︑
明
ら
か
に
二
つ
の
相

が
確
認
で
き
る
︒
一
つ
は
他
者
崇
敬
と
し
て
の
中
華
︵
Ａ
︶︑
も
う
一
つ
は
自
己
投
影
と
し
て
の
中
華
︵
Ｂ
︶︑
で

あ
る
︒
前
者
︵
Ａ
︶
は
︑
文
明
の
表
象
と
し
て
の
中
華
帝
国
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
で
あ
り
︑
あ
る
意
味
で
冷
静
に

中
華
と
日
本
と
の
距
離
感
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
近
づ
き
た
く
て
仕
方
が
な
い
対
象
で
あ
る

こ
と
も
事
実
だ
︒
他
方
︑
後
者
の
︵
Ｂ
︶
は
︑
自
身
こ
そ
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
す
る
︑
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ

ム
で
あ
り
︑
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
自
身
︵
自
国
︶
を
中
華
に
「
同
化
」
さ
せ
る
発
想―

︽
幻
想
︾―

と
言
っ

て
も
良
か
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
恐
ら
く
は
こ
の
二
つ
の
相
の
折
衷
型
︵
妥
協
点
︶
と
し
て
︑
古
代
・
中
世
の
日
本
に
お

い
て
は
︑︽
中
国
＝
対
等
︑
朝
鮮
・
琉
球
＝
下
位
︾
と
い
う
独
善
的
な
国
際
意
識
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

sam
ple
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こ
う
し
た
︵
Ａ
︶・︵
Ｂ
︶
の
両
極
性
を
も
つ
室
町
日
本
の
対
外
観
・
国
際
意
識
の
こ
と
を
︑
ち
ょ
っ
と
こ
な
れ

な
い
け
れ
ど
も
︑
本
書
で
は
︽
中
華
幻
想
︾
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
み
た
い
︒
中
華
帝
国
の
周
縁
︑
極
東
に
位
置
す

る
東と
う

夷い

の
「
帝
国
意
識
」︵
木
畑
洋
一
『
支
配
の
代
償―

英
帝
国
の
崩
壊
と
「
帝
国
意
識
」』︹
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
七
年
︺
参

看
︶
に
命
名
す
る
と
す
れ
ば
︑
こ
の
言
葉
が
最
適
で
は
な
い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
︵
普
遍
的
な
「
帝
国
意
識
」
の

概
念
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
問
題
を
考
え
る
と
き
の
た
め
に
︑
大
切
に
取
っ
て
お
こ
う―

上
杉
忍
・
山
根
徹
也
編
『
歴
史
か
ら
今
を
知

る
』
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
八
九
頁
参
看
︶︒
し
か
も
︑
こ
の
室
町
・
戦
国
期
の
︽
中
華
幻
想
︾
に
は
︑「
東
夷
の
小

帝
国
」︵
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』︹
石
母
田
正
著
作
集
3
︺
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶
が
「
中
華
帝
国
」
た
ら
ん
と
す
る

だ
け
で
は
な
い
︑
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
中
華
に
あ
こ
が
れ
︑「
中
華
な
る
も
の
」
を
自
在

に
思
い
描
き
︑
そ
れ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
も
だ
え
苦
し
む
︑
と
い
う
一
種
の
︽
妄
想
癖
︾
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ

で
い
う
︽
中
華
幻
想
︾
は
︑
ち
ょ
っ
と
い
じ
ら
し
く
も
複
雑
な
︑「
帝
国
意
識
」
の
亜
種
な
の
だ
︒

さ
て
︑
そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
室
町
日
本
の
︽
中
華
幻
想
︾
な
ぞ
を
殊
更
に
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
︒「
帝
国
意
識
」
的
な
世
界
観
が
︑
つ
ね
に
／
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
こ
と
な
ど
︑
自
明
の
事
柄
で
は
な
い
か
︒

あ
る
集
団
が
︑
他
者
と
の
差
異
化
︑
他
者
へ
の
優
越
感
を
必
ず
生
み
出
し
︑
そ
れ
が
そ
の
集
団
の
凝
集
力
に
結
果

す
る
こ
と
も
︑
超
歴
史
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︵
小
坂
井
敏
晶
『
民
族
と
い
う
虚
構
』︹
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二

年
︺
参
看
︶︒
こ
ん
な
分
か
り
き
っ
た
歴
史
現
象
に
つ
い
て
︑
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
揚
言
す
る
必
要
な
ど
あ
る
の
か
︒

ま
ず
︑
前
掲
︵
Ｂ
︶
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
対
外
関
係
史
の
分
野
で
朝
鮮
蔑
視
観
の
問
題
を
中
心
に
︑
多

く
の
学
問
的
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
筆
者
も
こ
の
点
に
つ
い
て
何
度
か
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
︑
こ

こ
で
は
詳
細
は
省
略
す
る
︵
拙
著
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係―

東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
偽
使
問
題
』︹
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︺
序

章
・
第
一
章
︑
拙
稿
「「
遣
朝
鮮
国
書
」
と
幕
府
・
五
山
」︹『
日
本
歴
史
』
五
八
九
号
︑
一
九
九
七
年
︺
ほ
か
参
照
︒
ま
た
朝
鮮
観
に
関
す
る

最
新
の
研
究
と
し
て
︑
ロ
ナ
ル
ド=

ト
ビ
『「
鎖
国
」
と
い
う
外
交
』︹
日
本
の
歴
史
︵
九
︶
新
視
点
近
世
史
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
八
年
︺
を

挙
げ
て
お
き
た
い
︶︒
だ
が
︑
中
世
日
本
の
史
料
を
見
て
い
く
限
り
︑
朝
鮮
を
一
段
下
に
見
る
世
界
観
が
支
配
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
︑
も
は
や
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
︵
も
ち
ろ
ん
︑
朝
鮮
王
朝
に
大
蔵
経
を
求
め
続
け
た
一
事
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
︑「
蔑
視
観
」
一
色
で
中
世
の
対
朝
鮮
観
が
塗
り
つ
ぶ
せ
な
い
こ
と
も
ま
た
真
実
で
あ
る
が
︶︒
そ
し
て
さ
ら
に
古
代
に
さ
か
の
ぼ

れ
ば
︑
新
羅
や
百
済
︑
高
句
麗
︑
渤
海
な
ど
を
日
本
の
「
朝
貢
」
国
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
︒
な
お
︑
本
書
Ⅶ
章
で
も
︑
こ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
研
究
史
上
︑
よ
り
深
刻
な
問
題
は
︑
前
掲
︵
Ａ
︶
の
方
で
あ
る
︒「
中
華
へ
の
あ
こ
が
れ
」
と

い
う
場
合
の
︽
中
華
︾
の
中
身
は
何
で
あ
っ
た
か
︒
室
町
人
た
ち
は
︑
そ
れ
こ
そ
︽
幻
想
︾
の
︽
中
華
︾
を
見
て

い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
早
く
も
結
論
を
先
取
り
し
て
い
る
観
も
あ
る
が
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
シ

ノ
ワ
ズ
リchinoiserie

」
で
も
な
く
︑
斯
界
で
使
い
古
さ
れ
た
「
中
国
趣
味
」
で
も
な
い
︑
あ
え
て
見
慣
れ
ぬ

︽
中
華
幻
想
︾
の
語
を
持
っ
て
き
た
の
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
室
町
人
た
ち
の

0

0

0

0

0

0

︽
中
華
︾
を
何
と
か
掬す
く

い
取
っ
て
み
た

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
本
書
で
扱
う
室
町
・
戦
国
期
の
日
本
社
会
は
︑
前
後
の
時
代
と
異
な
り
︑
非
常
に
特
殊
な
外
交
観

の
存
す
る
時
代
で
あ
っ
た
と
巷
間
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
周
知
の
通
り
︑
十
五
世
紀
初
頭
︑
足

利
義
満
が
約
五
〇
〇
年
ぶ
り
に
中
華
皇
帝
の
冊
封
を
受
け
︑「
日
本
国
王
」︵
皇
帝
の
臣
下
︶
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

sam
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こ
れ
は
︑︽
中
国
と
同
列
︑
朝
鮮
よ
り
は
上
位
︾
と
い
う
伝
統
的
な

0

0

0

0

︽
中
華
幻
想
︾
の
︵
Ｂ
︶
系
統
か
ら
︑
明
ら

か
に
逸
脱
し
た
現
象
で
あ
る
︒
義
満
の
受
封
︵
冊
封
受
諾
︶
は
︑
自
尊
意
識
丸
出
し
の
︵
Ｂ
︶
系
統
よ
り
も
︑
中
華

へ
の
あ
こ
が
れ
の
︵
Ａ
︶
系
統
が
突
出
し
た
結
果
︑
と
し
て
捉
え
れ
ば
済
む
話
な
の
だ
ろ
う
か
︒

と
こ
ろ
が
実
は
︑
こ
う
し
た
問
題
に
関
す
る
研
究
自
体
︑
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
従
来
︑
義
満
の
対
明
外
交
に
関
し
て
は
︑
そ
の
「
皇
位
簒
奪
」
計
画
の
可
能
性
と
も
相

俟
っ
て
︑
天
皇
権
威
超
克
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
漠
然
と
高
く

0

0

0

0

0

評
価
さ
れ
て
き
た
︵
佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
』︹
日
本

の
歴
史
9
︑
中
公
文
庫
︑
改
装
版
二
〇
〇
五
年
︺︑
今
谷
明
『
室
町
の
王
権
』︹
中
公
新
書
︑
一
九
九
〇
年
︺
な
ど
参
看
︶︒
そ
し
て
︑
こ
う

し
た
議
論
が
あ
た
か
も
自
明
の
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
た
と
え
ば
歴
代
室
町
殿
の
唐
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
歴

史
的
評
価
は
定
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
室
町
殿
の
唐
物
趣
味
は
現
実
の
冊
封
関
係
を
周
囲
︵
と

り
わ
け
天
皇
・
廷
臣
た
ち
︶
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
︑
天
皇
権
威
を
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
た
証
左
な

の
で
あ
っ
た―

と
い
う
よ
う
に
︵
本
書
Ⅲ
章
参
看
︶︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
研
究
者
側
の
予
断
︵
期
待
な
い
し
希
望
？
︶
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
義
満
や
以
後

の
歴
代
室
町
殿
た
ち
は
︑
中
華
皇
帝
の
臣
下
た
る
「
日
本
国
王
」
の
地
位
に
︑
本
当
に
「
満
足
」
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
︒
彼
ら
の
対
明
外
交
展
開
の
「
真
意
」
は
︑
い
っ
た
い
奈
辺
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
室
町
・

戦
国
期
の
対
外
観
は
︑
そ
れ
ま
で
の
「
東
夷
の
小
帝
国
」
意
識
と
ど
れ
ほ
ど
隔
絶
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
質

的
な
変
化
な
ど
︑
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒―

筆
者
は
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
根
本
的

な
再
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

だ
が
急
い
で
付
け
加
え
る
と
︑
筆
者
は
︑
古
代
以
来
の
︽
中
華
幻
想
︾
が
︑
不
変
不
動
の
ま
ま
脈
々
と
中
世

―

さ
ら
に
は
近
世
・
近
代―

へ
引
き
継
が
れ
た
︑
と
い
う
よ
う
な
本
質
主
義
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒
そ
う
し
た
本
質
主
義
や
超
歴
史
的
観
点
は
︑︽
な
ぜ
中
華
幻
想
が
継
続
し
た
の
か
︾
と
い
う
問
い
を
本0

質
的
に

0

0

0

し
り
ぞ
け
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
歴
史
研
究
と
し
て
は
︑
あ
る
時
点
の
︽
中
華
幻
想
の
何
た
る
か
︾
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑︽
中
華
幻
想
が
な
ぜ
続
い
た
の
か
︾
と
い
う
歴
史
的
条
件
を
解
明
し
て
い
く

こ
と
も
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ
ろ
う
︒
も
し
︑
あ
る
時
期
の
誰
か
が
︽
中
華
幻
想
︾
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑

そ
の
よ
う
な
意
識
が
選
び
取
ら
れ
た
の
は
何
故
か
︑
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
情
況
下
に
お
い
て
だ
っ
た
の
か
と

い
う
︽
歴
史
の
現
場
︾
を
出
来
る
限
り
復
元
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
前
述
の
︵
Ｂ
︶
の
相
に
関
し
て
は
と
く

に
そ
う
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
本
書
が
な
ぜ
こ
う
し
た
点
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
言
え
ば
︑
対
外
関
係
史
研
究
の
泰
斗
︑
故
田
中
健
夫

氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒「
異
国
認
識
に
お
け
る
誤
解
・
曲
解
が
対
外

関
係
史
展
開
の
方
向
を
左
右
し
た
事
例
は
枚
挙
に
遑い
と
ま

が
な
い
」
が
︑
し
か
し
そ
の
「
誤
解
・
曲
解
は
︑
国
際
的

諸
条
件
の
交
流
の
な
か
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
」
で
も
あ
る
︑
と
い
う
至
言
だ
︵
田
中
『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認

識
』︹
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︺
七
八
・
八
一
頁
︶︒
つ
ま
り
︑
対
外
観
と
は
︑
対
外
関
係
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
︑
逆
に
対
外
関
係
を
規
定
し
て
い
く
側
面
が
強
い
の
で
あ
る
︒
一
見
連
続
し
て
い
る
か
に
映
る

国
際
意
識
の
問
題
も
︑
連
綿
と
繰
り
返
さ
れ
る
︽
意
識
の
選
択
︾
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
だ
と
す
れ

ば
︑
歴
史
研
究
者
に
は
︑︽
選
択
︾
の
現
場
を
追
究
し
続
け
る
義
務
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
本
書
で
は
︑
室
町
・
戦
国

sam
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期
と
い
う
時
代
に
的
を
し
ぼ
り
︑
明
ら
か
に
︽
幻
想
︾
に
過
ぎ
な
い
過
去
の
残
映
が
︑
人
び
と
の
意
識
を
支
配
し

て
い
く
瞬
間
を
出
来
る
限
り
切
り
取
っ
て
み
た
い
︒

そ
の
た
め
に
も
︑
い
わ
ゆ
る
政
治
的
・
経
済
的
側
面
だ
け
で
な
く
︑
文
化
的
・
社
会
的
側
面
に
つ
い
て
も
配
慮

し
︑
な
る
べ
く
ト
ー
タ
ル
に
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
︒
政
治
＝
文
化
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
言
え
ば
分
か
り
や

す
い
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
す
べ
て
の
室
町
人
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
︑

勢
い
︑
室
町
殿
︵
室
町
幕
府
の
首
長
︶
と
そ
の
周
辺
に
議
論
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
点
︑
あ
ら
か
じ
め
お

断
り
し
て
お
き
た
い
︒

羊
頭
狗
肉
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
目
的
と
を
も
っ
て
︑
本
書
『
中

華
幻
想
』
を
世
に
送
り
だ
す
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
本
書
の
中
核
的
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
︑︽
中
華
幻
想
︾
と

筆
者
が
名
づ
け
る
︑
対
外
観
と
自
意
識
と
の
総
合
︑
つ
ま
り
は
室
町
・
戦
国
期
日
本
の
国コ

ス
モ
ロ
ジ
ー

際
意
識
の
解
明
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑
中
世
日
本
の
外
部
と
の
現
実
的
あ
る
い
は
想
像
的
な
外
交
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
︑
政
治
＝
文
化
的

な
国
内
秩
序
観
の
分
析
︑
と
言
う
べ
き
か
︒
し
た
が
っ
て
残
念
な
が
ら
︑
重
要
な
仏
教
・
神
道
的
世
界
観
の
問
題

な
ど
は
本
書
で
は
完
全
に
オ
ミ
ッ
ト
し
て
し
ま
っ
た
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
筆
者
が
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
課
題
が
︑

そ
う
し
た
宗
教
的
な
世
界
観
の
問
題
と
は
ま
た
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
も
御
了
解
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
︒

よ
っ
て
︑
本
書
に
お
い
て
は
︑
現
実
に
お
こ
な
わ
れ
た
外
交
・
通
商
に
う
か
が
え
る
国
際
意
識
の
特
徴
と
︑
日

本
国
内
の
政
治
＝
文
化
に
お
け
る
そ
の
変
奏―

無
理
解
な
い
し
曲
解
と
言
っ
て
も
よ
い―

と
に
論
点
に
し
ぼ

る
こ
と
と
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
本
書
副
題
の
「
唐
物
と
外
交
の
室
町
時
代
史
」
に
示
し
た
通
り
︑
こ
の
時
期
の
外

交
儀
礼
の
実
態
や
対
外
観
・
国
際
意
識
を
論
じ
た
試
論
や
︑
唐
物
の
贈
与
や
蕩
尽
に
関
わ
る
ノ
ー
ト
を
集
め
て
︑

本
書
を
編
ん
だ
次
第
で
あ
る
︒
な
お
︑
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
う
が
︑
こ
こ
で
企
図
し
て
い
る
「
政

治
＝
文
化
論
」
と
は
︑
権
力
闘
争
や
行
政
・
裁
判
等
に
と
ど
ま
ら
ぬ
広
義
の
「
政
治
」
の
文
化
を
探
る
と
同
時
に
︑

「
文
化
」
の
︵
あ
る
い
は
「
文
化
」
に
よ
る
︶
政
治
の
あ
り
よ
う
に
も
迫
り
た
い
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
の

文
化
が
単
な
る
学
芸
活
動
や
個
々
の
芸
術
作
品
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
政
治
や
経
済
の
領
域
に
不
可
逆
的

に
浸
み
だ
し
て
い
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
た
贅
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
む
し
ろ

問
題
は
そ
の
具
体
性
の
解
明
に
あ
る
と
考
え
る
︒
本
書
で
は
そ
れ
を
︑
唐
物
︵
文
化
︶
と
外
交
︵
儀
礼
︶
の
実
例
に

即
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
以
下
︑
本
書
の
読
書
案
内
を
兼
ね
て
︑
各
章
の
概
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

Ⅰ
「
室
町
殿
の
︽
中
華
幻
想
︾―

足
利
義
満
・
義
持
期
を
中
心
に―

」
で
は
︑
十
五
世
紀
の
前
半
期
を
中

心
に
︑
室
町
殿
周
辺
で
見
ら
れ
た
対
外
観
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
中
華
帝
国
と
周
辺
東
ア

ジ
ア
諸
国
を
結
ん
だ
「
冊
封
関
係
」
が
︑
中
世
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
「
再
解
釈
」
さ
れ

て
い
た
の
か―

そ
れ
を
ロ
ジ
ェ=

シ
ャ
ル
チ
エ
の
言
葉
を
借
り
て
︽
我
が
も
の
と
し
て
の
利
用appropriation

︾

と
呼
ん
で
み
た
︵
訳
語
は
近
藤
和
彦
『
民
の
モ
ラ
ル―

近
世
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
と
文
化
』︹
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︺
に
よ
る
︶

―

︑
ま
た
歴
代
室
町
殿
の
も
と
で
︽
発
酵
︾
し
た
唐
物
文
化
が
︑
い
か
な
る
世
界
観
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
の

か―

あ
る
い
は
逆
に
唐
物
た
ち
が
い
か
な
る
世
界
観
を
醸
成
し
て
い
っ
た
の
か―

に
つ
い
て
論
究
す
る
︒
十

sam
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五
世
紀
前
半
の
室
町
殿
た
ち
を
中
心
に
︑
室
町
人
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
︽
中
華
︾
を
︽
幻
想
︾
し
︑
な
お
か

つ
内
在
化
さ
せ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
と
い
う
点
で
︑
本
書
の
総
論
的
役
割
も
持
た
せ
て
い
る
︒

Ⅱ
「
渡と

唐と
う

天て
ん

神じ
ん

説
話
の
源
流
と
流
行
」
が
扱
う
の
は
︑
鎌
倉
末
期
に
大だ

宰ざ
い

府ふ

で
生
ま
れ
︑
室
町
前
期
の
応
永
年

間
に
京
都
で
大
流
行
を
見
せ
る
渡
唐
天
神
説
話
で
あ
る
︵
そ
う
し
た
意
味
で
応
永
期
・
足
利
義
持
論
の
一
角
を
担
う
︶︒
こ
の

渡
唐
天
神
説
話
は
︑
太
宰
府
で
歿
し
た
菅
原
道
真
が
杭
州
径き
ん

山ざ
ん

の
禅
僧
仏ぶ
っ

鑑か
ん

禅ぜ
ん

師じ

無ぶ
し

準ゅ
ん

師し

範ぱ
ん

の
も
と
で
禅
を
修
め

る
︑
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
伝
説
で
あ
り
︑
多
く
の
渡
唐
天
神
像
と
と
も
に
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
大

宰
府
の
地
に
あ
っ
て
は
︑
ま
さ
し
く
︽
中
華
へ
の
あ
こ
が
れ
︾
を
地
で
往
く
日
本
人
渡
海
僧
た
ち
の
「
伝で
ん

法ぽ
う

衣え

」

熱
が
︑
こ
の
説
話
の
誕
生
・
流
行
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
︒
こ
の
伝
説
の
プ
ロ
ッ
ト
の
種
を
あ
る
墨ぼ
く

蹟せ
き

史
料
に

探
り
当
て
る
と
と
も
に
︑
こ
の
説
話
・
肖
像
が
な
ぜ
応
永
年
間
に
京
都
で
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い

て
も
論
及
す
る
︒

Ⅲ
「
皇
帝
へ
の
あ
こ
が
れ―

室む
ろ

町ま
ち

殿ど
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
︽
皇
帝
の
絵
画
︾」
は
︑
も
っ
ぱ
ら
足
利
義
教
時
代

に
焦
点
を
当
て
る
︒
主
た
る
題
材
は
︑
永
享
九
年
︵
一
四
三
七
︶︑
後ご

花は
な

園ぞ
の

天
皇
の
室
町
殿
行
幸
で
あ
る
︒
こ
の
と

き
︑
室
町
殿
の
邸
宅
︵
主
に
会か
い
し
ょ所
＝
パ
ー
テ
ィ
会
場
︶
に
展
開
し
た
将
軍
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
陳
列
空
間
が
︑
室
町
殿

周
辺
の
い
か
な
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
即
応
し
て
い
た
の
か
︑
現
実
的
な
国
際
関
係
と
し
て
の
冊
封
関
係
と
ど
の

程
度
関
連
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
あ
る
意
味
で
︑
で
き
る
だ
け
冷
静
に
︑
ス
ト

イ
ッ
ク
に
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果―

い
さ
さ
か
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
物
言
い
と
な
る
が

―

︑
室
町
殿
は
︵
通
説
の
言
う
よ
う
に
︶「
国
王
」
に
な
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
「
皇
帝
」
に
こ
そ
な

り
た
か
っ
た
の
だ
と
い
う
結
論
に
逢
着
し
た
︒
な
お
︑
内
容
的
に
は
Ⅰ
章
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
な
の
で
︑
む
し

ろ
Ⅰ
章
・
Ⅲ
章
︵
そ
し
て
Ⅳ
章
︶
と
読
み
進
め
て
も
ら
う
方
が
読
者
に
は
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
︒

Ⅳ
「
大
内
氏
の
唐
物
贈
与
と
遣
明
船
」
で
は
︑
大
内
氏
か
ら
室
町
殿
＝
足
利
義
政
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
複
数

件
の
唐
物
贈
与
に
注
目
し
︑
そ
の
背
景
に
︑
遣
明
船
経
営
権
利
の
要
求
と
い
う
政
策
的
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
を
究

明
し
た
︒
そ
し
て
︑
明
皇
帝
へ
の
朝
貢
品
の
調
達
費
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
調
達
す
る
か
と
い
う
点
が
︑
遣
明
船
経

営
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
嘉
吉
の
土
一
揆
に
お

け
る
幕
府
財
政
の
退
転
と
︑
そ
の
後
の
朝
貢
品
調
達
費
負
担
を
め
ぐ
る
大
内
氏
と
の
駆
け
引
き
こ
そ
が
︑
遣
明
船

の
歴
史
を
変
転
さ
せ
る
大
き
な
要
因
な
の
で
あ
っ
た
︒

Ⅴ
「『
善ぜ
ん

隣り
ん

国こ
く

宝ほ
う

記き

』
箚さ
っ

記き

」
は
︑
瑞ず
い

渓け
い

周し
ゅ
う

鳳ほ
う

の
撰
に
か
か
る
『
善
隣
国
宝
記
』
を
紹
介
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
︒

『
善
隣
国
宝
記
』
は
︑
室
町
幕
府
の
対
明
・
対
朝
鮮
外
交
＝
貿
易
を
行
な
う
う
え
で
必
須
の
ア
イ
テ
ム
︑
国
際
外

交
文
書
の
作
成
指
南
書
と
し
て
書
か
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
室
町
幕
府
や
京
都
五
山
の
対
外
観
を
知
る
に
は
最
適
な
史

料
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
当
然
︑
本
章
も
そ
の
点
に
心
を
砕
い
て
執
筆
し
て
い
る
︒

Ⅵ
「
永え
い
ら
く
せ
ん

楽
銭
の
史
実
と
伝
説
」
で
は
︑
永
楽
通
宝
に
関
す
る
話
題
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
︑
中
世
後
期
日
本
社
会

に
お
け
る
貨
幣
の
流
通
情
況
や
伝
説
・
言
説
の
草
創
・
流
布
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑

た
と
え
ば
︑
足
利
義
満
期
の
銅
銭
輸
入
が
巷
間
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
義
満
の
貨
幣
発
行
権
獲
得
」
な
ど
で

は
到
底
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
正
面
か
ら
論
じ
て
お
り
︑
Ⅰ
章
と
併
せ
れ
ば
︑
義
満
の
対
明
外
交
の
歴
史
的
意

義
を
根
本
的
に
再
考
す
る
内
容
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
伝
説
や
言
説
の
世
界
に
改
め
て
注
目
す
る
と

sam
ple
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い
う
点
で
︑
一
味
変
わ
っ
た
貨
幣
史
の
論
文
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

Ⅶ
「
朝
鮮
国
王
使
と
室
町
幕
府
」
は
︑
一
転
し
て
︑
室
町
幕
府
・
京
都
五
山
周
辺
の
も
っ
て
い
た
対
朝
鮮
・
琉

球
蔑
視
観
に
つ
い
て
具
体
例
を
提
示
す
る
︒
つ
ま
り
︑
前
述
の
︽
中
華
幻
想
︾
の
︵
Ｂ
︶
の
相
に
関
す
る
議
論
で

あ
る
︒
朝
鮮
国
王
使
︵
通
信
使
や
回か
い

礼れ
い

使し

な
ど
を
総
称
し
て
こ
う
呼
ぶ
︶
の
迎げ
い
せ
つ接
・
接せ
つ
ぐ
う遇

︵
受
け
入
れ
︶
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
︑

幕
府―

守
護
体
制
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
︵
い
な
か
っ
た
の
か
︶︑
室
町
殿
は
い
っ
た
い
ど
の
程
度
︑
真

の
中
華
た
ら
ん
と
し
て
い
た
か
を
推
し
量
る
も
の
だ
︒

以
上
で
︑
長
す
ぎ
る
序
文
を
そ
ろ
そ
ろ
終
え
る
こ
と
に
す
る
︒
く
ど
く
ど
と
述
べ
て
き
た
が
︑
基
本
的
に
各
章

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
題
材
を
扱
っ
て
い
る
の
で
︑
実
は
ど
こ
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
構
わ
な
い
︒
気
に
な
っ

た
箇
所
︑
目
に
つ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
読
み
進
め
て
ほ
し
い
と
思
う
︒

で
は
さ
っ
そ
く
︑
小
著
『
中
華
幻
想
』
の
幕
を
あ
け
る
こ
と
と
し
よ
う
︒sam
ple


