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寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）、
石
見
国
吉
永
藩
出
身
の
十
四
歳
の
少
年
が
摂
津
の
芥
川
で
父
の
敵
を
討
つ
事
件
が
あ
っ
た
。
地
元
石
見
を
離
れ
た
所
で
こ

の
事
件
に
関
す
る
実
録
が
作
ら
れ
た
時
、
実
説
が
大
き
く
組
み
替
え
ら
れ
た
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
解
釈
に
基
づ
き
、
特
色
あ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い

っ
た
。

　
　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
実
録　

近
世
小
説

　
　
　

は
じ
め
に
―
石
見
国
吉
永
藩
士
子
息
に
よ
る
敵
討
の
実
録
―

前
稿
「
地
方
に
お
け
る
実
録
の
生
成
―
因
幡
・
石
見
の
事
例
に
即
し
て
―
」（『
文

学
』二
○
一
五
年
七
・
八
月
号
、岩
波
書
店
）に
お
い
て
、寛
文
十
一
年（
一
六
七
一
）、

石
見
国
吉
永
藩（

１
）出

身
の
十
四
歳
の
少
年
が
摂
津
の
芥
川
で
父
の
敵
を
討
っ
た
事
を

記
す
実
録
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
原
初
的
な
実
録
が
地
元
石

見
で
事
件
の
実
説
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
、
一
方
地
元
を
離
れ
る
と
話
が
変

容
を
遂
げ
、
大
き
く
異
な
る
内
容
の
実
録
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ

る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
変
容
の
部
分
に
関
し
て
、
そ
の
後
の
調
査
を

元
に
更
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
前
稿
と
重
複
す
る
事
柄
を
含
む
が
、
地
元
で
作
ら
れ
た
原
初
的
な
実
録
二

種
の
こ
と
と
、
こ
の
敵
討
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
吉
永
記
』

（
２
）

は
、
藩

に
近
い
人
の
手
に
よ
る
資
料
と
見
ら
れ
、
そ
の
中
に
収
め
る
「
芥
川
復
讎
の
話
」

の
条
は
、
事
件
当
事
者
か
ら
の
聞
き
書
き
も
交
え
て
成
っ
た
、
最
も
実
説
に
近
い

も
の
と
認
め
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
こ
の
敵
討
事
件
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

万
治
二
年（
一
六
五
九
）の
春
、吉
永
藩
士
早
川
四
郎
兵
衛
の
養
子
八
之
丞
が
、

同
僚
大
崎
長
三
郎
を
男
色
の
争
い
か
ら
討
ち
果
た
し
出
奔
し
た
。
そ
の
後
早

川
四
郎
兵
衛
は
藩
に
よ
っ
て
責
め
を
負
わ
さ
れ
切
腹
。
八
之
丞
は
、
こ
れ
は

大
崎
長
三
郎
の
姉
が
藩
に
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
る
と
伝
聞
し
、
彼
女
の
夫

で
あ
る
松
下
源
太
左
衛
門
を
敵
と
定
め
、
江
戸
に
お
い
て
討
つ
。
残
さ
れ
た
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幼
い
兄
弟
三
郎
兵
衛
、
忠
三
郎
は
、
成
長
の
後
敵
討
に
出
る
。
兄
弟
二
手
に

分
か
れ
て
探
索
中
、
忠
三
郎
が
摂
津
の
芥
川
で
八
之
丞
を
討
ち
取
る
。
時
に

忠
三
郎
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

ま
た
『
石
見
国
吉
永
乱
記
』

（
３
）

は
、
右
の
『
吉
永
記
』
所
収
「
芥
川
復
讎
の
話
」

を
参
照
し
、
増
補
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
認
め
る
。
早
川
四
郎
兵
衛
が
切
腹
に
至

る
ま
で
の
事
、
忠
三
郎
が
摂
津
芥
川
で
敵
八
之
丞
を
見
出
す
事
、
敵
討
成
就
後
忠

三
郎
が
肥
後
細
川
家
に
称
賛
さ
れ
て
仕
官
す
る
事
な
ど
に
関
し
て
、
具
体
的
経
緯

が
増
補
さ
れ
て
い
る
。
既
に
〝
実
録
の
生
長
〟
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
新

た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
地
名
等
に
も
矛
盾
は
な
く
、
や
は
り
地
元
石
見
で
、
実
説

の
骨
格
は
崩
さ
な
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
作
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、特
に
『
石
見
国
吉
永
乱
記
』
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
早
川
父
子
に
お
け
る
葛
藤
、
松
下
兄
弟
に
お
け
る
確
執
に

も
言
及
し
て
お
り
、
早
川
の
悪
を
松
下
の
正
義
が
制
圧
す
る
な
ど
と
い
う
構
図
で

は
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
早
川
八
之
丞
は
大
崎
長
三
郎
と
、
藪
八
助

な
る
美
少
年
を
め
ぐ
っ
て
立
ち
合
い
、
接
戦
の
末
辛
う
じ
て
討
っ
た
と
す
る
。
そ

し
て
養
父
四
郎
兵
衛
に
切
腹
の
意
思
を
告
げ
る
が
、
こ
れ
を
止
め
ら
れ
、
一
旦
波

根
村
（
現
大
田
市
）
に
潜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
藩
に
よ
っ
て
、
八
之
丞
が
名
乗
り

出
な
け
れ
ば
養
父
を
切
腹
さ
せ
る
と
の
高
札
が
立
て
ら
れ
た
た
め
、
養
父
の
も
と

に
立
ち
戻
っ
て
、「
是
非
と
も
罷
出
べ
く
」
と
述
べ
た
が
、養
父
は
こ
れ
を
認
め
ず
、

結
局
そ
の
ま
ま
切
腹
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
八
之
丞
は
、
こ
れ
は
大
崎
長

三
郎
の
姉
が
藩
に
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
る
と
伝
聞
し
、
己
の
無
念
を
彼
女
の
夫

で
あ
る
松
下
源
太
左
衛
門
へ
と
向
け
る
。
男
色
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
、
言
わ
ば
自

分
が
原
因
を
作
っ
て
養
父
を
死
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
八
之
丞
が
、
や
り
場
の

無
い
思
い
の
捌
け
口
を
松
下
へ
と
向
け
て
い
く
。
こ
の
実
録
の
作
者
は
、
必
ず
し

も
八
之
丞
を
悪
人
と
規
定
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
松
下
を
討
っ
た
時
、
自
分
の

所
為
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
事
由
を
書
き
付
け
た
張
紙
を
現
場
に
残
し
て
去
っ
た
と

す
る
。
ま
た
松
下
の
残
さ
れ
た
幼
い
兄
弟
は
、
十
一
年
後
敵
討
に
出
、
一
手
は
兄

三
郎
平
（『
吉
永
記
』「
芥
川
復
讎
の
話
」
に
お
け
る
三
郎
兵
衛
）、
一
手
は
弟
忠

三
郎
と
家
来
中
田
平
次
右
衛
門
（
同
、
中
田
平
左
衛
門
）、
互
い
に
揃
っ
て
討
つ

こ
と
を
約
し
つ
つ
二
手
に
分
か
れ
て
探
索
し
た
。
然
る
に
忠
三
郎
と
平
次
右
衛
門

は
、
摂
津
芥
川
の
宿
で
八
之
丞
を
発
見
、
こ
の
事
を
三
郎
平
に
知
ら
せ
て
到
着
す

る
の
を
待
っ
て
い
て
は
見
失
う
と
危
惧
し
、
即
刻
立
ち
合
い
討
ち
取
っ
た
。
三
郎

平
は
敵
討
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
こ
と
を
無
念
と
し
、
こ
の
上
は
忠
三
郎
ら
を
討

ち
果
た
そ
う
と
ま
で
考
え
た
と
す
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
れ
ら
地
元
の
実
録
が
作
ら
れ

た
時
、
未
だ
そ
の
周
囲
に
は
事
件
を
直
接
知
る
人
々
に
よ
る
見
聞
が
語
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
か
く
て
実
説
を
大
き
く
は
逸
脱
し
な
い
範
囲
の
中
で
書

か
れ
た
と
考
え
得
る
。
掲
げ
た
よ
う
な
葛
藤
や
確
執
に
つ
い
て
は
、
書
か
ず
と
も

敵
討
譚
の
筋
は
成
立
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

実
説
の
枠
組
に
沿
っ
て
書
こ
う
と
す
る
態
度
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
こ

れ
ら
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
敵
討
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
が
語
れ
る
と
す
る

作
者
の
思
考
も
窺
い
知
れ
る
。
然
る
に
一
旦
地
元
か
ら
離
れ
た
時
、
か
か
る
部
分

を
も
含
め
、
こ
の
敵
討
譚
は
大
き
く
形
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

地
元
を
離
れ
た
所
で
作
ら
れ
た
実
録

こ
の
敵
討
譚
が
地
元
を
離
れ
た
所
で
全
く
異
な
る
枠
組
の
話
に
組
み
替
え
ら
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
『
野
藪
談
話
』
所
収
「
摂
州
芥
川
讐
討
ノ
談
話
」

を
挙
げ
て
論
じ
た
。
こ
の
度
更
に
調
査
し
た
結
果
、
次
掲
の
よ
う
な
資
料
に
も
こ

の
敵
討
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
芦
原
義
行
氏
の
ご
示
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教
に
よ
り
、
実
録
『
摂
州
芥
川
之
駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
』
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を

得
た
。
こ
こ
で
、『
野
藪
談
話
』
所
収
話
も
含
め
、
改
め
て
掲
げ
る
。

⑴
『
談
海
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
（
請
求
記
号
一
五
○
／
九
一
）

に
よ
る
）
寛
文
十
一
年
記
事
中
の
一
条

⑵
『
野
藪
談
話
』（
同
蔵
本
（
請
求
記
号
二
一
一
／
一
）
に
よ
る
）
所
収
「
摂

州
芥
川
讐
討
ノ
談
話
」

⑶
『
談
海
集
』（
同
蔵
本
（
請
求
記
号
二
一
○
／
一
七
二
）
に
よ
る
）
寛
文

十
一
年
記
事
中
の
一
条

⑷
実
録
『
摂
州
芥
川
之
駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
』（
元
高
槻
市
岸
田
家
蔵
）

⑴
～
⑶
は
い
ず
れ
も
著
者
未
詳
、
写
本
で
伝
わ
り
、
敵
討
・
御
家
騒
動
な
ど
諸
国

の
事
件
に
関
す
る
話
や
人
物
の
逸
話
な
ど
を
収
録
す
る
。
な
お
⑶
と
ほ
ぼ
同
文
の

も
の
と
し
て
、『
玉
滴
隠
見
』（
内
閣
文
庫
蔵
本
（
請
求
記
号
二
一
○
／
一
六
一
）

に
よ
る
）
所
収
の
一
条
を
認
め
る
。
こ
れ
ら
を
対
比
し
た
結
果
の
概
略
を
先
に
述

べ
る
と
、
⑴
『
談
海
』
所
収
話
が
最
も
簡
略
に
し
て
祖
型
に
近
い
と
見
ら
れ
、
そ

の
系
統
か
ら
一
方
で
⑵
『
野
藪
談
話
』
所
収
話
、
ま
た
一
方
で
⑶
『
談
海
集
』
所

収
話
が
作
ら
れ
、
更
に
⑵
『
野
藪
談
話
』
所
収
話
の
系
統
を
元
に
⑷
実
録
『
摂
州

芥
川
之
駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
』
が
成
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
こ
で
述
べ
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
本
文
の
系
統
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
⑵
の
編

者
が
⑴
そ
の
も
の
を
参
看
し
つ
つ
記
述
し
た
な
ど
と
い
う
直
接
の
粉
本
と
し
て
の

関
係
を
言
う
の
で
は
な
い
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
右
に
掲
げ
た
資
料
に
お
い
て
は
、
前
掲
の
地
元
出
来
の

実
録
と
は
異
な
っ
て
、
悪
人
0

0

早
川
が
善
人
0

0

松
下
を
討
ち
、
残
さ
れ
た
子
が
報
讐
を

遂
げ
た
と
い
う
、善
悪
の
枠
組
の
話
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

以
下
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。

⑴
『
談
海
』
所
収
話

『
談
海
』、
所
見
の
内
閣
文
庫
蔵
本
は
二
七
巻
一
四
冊
、
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）

写
。
前
述
し
た
通
り
こ
の
『
談
海
』
に
収
め
る
芥
川
敵
討
の
話
は
、
前
掲
⑴
～
⑷

の
資
料
の
中
で
最
も
簡
略
に
し
て
祖
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
梗
概
を

記
す
。
な
お
こ
こ
で
は
敵
討
を
遂
げ
た
松
下
の
息
子
の
名
を
、
助
三
郎
と
し
て
い

る
（
前
掲
地
元
の
実
録
で
は
忠
三
郎
）。

①
加
藤
式
部
少
輔
が
奥
州
会
津
の
領
主
で
あ
っ
た
頃
の
こ
と
、
早
川
何
某
は
式

部
少
輔
か
ら
扶
持
を
放
た
れ
、
こ
れ
を
傍
輩
松
下
源
太
左
衛
門
の
讒
言
に
よ

る
も
の
と
邪
推
し
た
。

②
早
川
は
意
趣
を
晴
ら
さ
ん
と
望
ん
だ
が
果
た
さ
ず
病
臥
し
、
息
子
八
之
丞
に

松
下
を
討
て
と
遺
言
し
て
没
し
た
。

③
加
藤
式
部
少
輔
は
、
石
見
国
吉
永
へ
移
封
。
妻
を
亡
く
し
た
松
下
に
自
分
の

妾
腹
の
娘
岩
松
を
娶
ら
せ
る
。
そ
の
腹
に
助
三
郎
が
生
ま
れ
る
。
松
下
は
致

仕
し
、
妻
岩
松
を
京
都
に
留
め
、
助
三
郎
の
将
来
の
仕
官
の
縁
を
求
め
て
江

戸
へ
出
る
。

④
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
三
月
二
十
一
日
の
夕
刻
、
早
川
八
之
丞
は
松
下
宅

に
乗
り
込
み
、
た
だ
一
打
ち
に
切
り
倒
す
や
逃
亡
し
た
。
こ
の
時
十
二
歳
の

助
三
郎
は
重
病
に
臥
し
て
い
た
。

⑤
助
三
郎
は
江
戸
住
の
母
方
の
祖
母
に
、
ま
ず
京
都
に
い
る
母
（
岩
松
）
を
訪

ね
た
上
で
敵
の
探
索
に
出
た
い
と
の
意
思
を
告
げ
る
。
祖
母
は
岩
崎
覚
左
衛

門
な
る
人
を
添
え
て
送
り
届
け
る
。
助
三
郎
は
京
都
で
武
芸
鍛
錬
に
励
む
。

⑥
石
見
に
は
助
三
郎
の
兄
三
郎
兵
衛
（
松
下
の
先
妻
の
子
）
が
お
り
、
栗
田
家

を
継
い
で
い
た
。
三
郎
兵
衛
は
、
早
川
八
之
丞
の
顔
を
見
知
る
者
と
し
て
自

分
の
若
党
を
助
三
郎
の
も
と
へ
遣
わ
す
。
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⑦
兄
の
若
党
は
道
中
高
槻
で
八
之
丞
が
虚
無
僧
姿
と
な
っ
て
い
る
の
を
発
見

し
、
急
ぎ
京
都
の
助
三
郎
方
へ
知
ら
せ
る
。
喜
ぶ
助
三
郎
を
、
母
は
訓
諭
し

て
送
り
出
す
。

⑧
助
三
郎
、
家
来
の
平
左
衛
門
、
兄
の
若
党
の
三
人
は
八
之
丞
を
取
り
込
め
、

名
乗
り
掛
け
て
こ
れ
を
討
ち
取
る
。
十
四
歳
の
少
年
が
敵
討
成
就
し
た
と
て

都
鄙
の
評
判
と
な
っ
た
。
寛
文
十
一
年
九
月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、地
元
出
来
の
『
吉
永
記
』「
芥
川
復
讎
の
話
」、『
石
見
国
吉
永
乱
記
』

に
記
さ
れ
て
い
た
、
事
件
の
発
端
が
早
川
八
之
丞
の
男
色
に
関
わ
る
件
で
あ
っ
た

こ
と
、
早
川
父
子
の
葛
藤
、
敵
討
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
松
下
の
兄
の
無
念
な
ど

に
は
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、早
川
何
某
が
邪
推
に
よ
っ
て
松
下
に
怨
恨
を
抱
き
、

そ
れ
を
八
之
丞
が
受
け
継
い
で
松
下
を
殺
害
し
、
遺
子
助
三
郎
が
報
讐
し
た
と
い

う
話
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
早
川
を
悪
、
松
下
を
善
と
す
る
構
図
の
も
と
に
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

梗
概
①
、
早
川
が
松
下
を
恨
ん
だ
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
。

式
部
少
輔
殿
い
か
な
る
お
も
ん
は
か
り
に
や
お
は
し
ま
し
け
ん
、
早
川
に
暇

を
給
は
り
ぬ
。
然
る
に
此
早
川
会
津
を
立
退
く
よ
り
し
て
お
も
ふ
様
、「
我

外
様
を
へ
ま
は
り
て
君
辺
遠
し
。
聊
あ
や
ま
ち
あ
れ
ば
と
て
見
と
が
め
給
ふ

程
の
事
あ
る
ま
じ
。
然
る
を
只
今
の
浪
人
心
得
が
た
し
。
い
か
様
是
は
源
太

左
衛
門
が
讒
言
の
故
成
べ
し
」
と
邪
推
を
廻
ら
せ
ば
、
終
其
意
趣
を
は
た
す

べ
き
覚
悟
と
思
ひ
し
に
、

加
藤
式
部
少
輔
が
早
川
に
暇
を
出
し
た
理
由
は
不
明
と
さ
れ
る
。か
く
て
早
川
は
、

自
分
は
殿
の
側
近
く
仕
え
る
身
で
は
な
く
、
少
々
の
過
ち
あ
っ
て
も
殊
更
咎
め
立

て
を
受
け
る
の
は
不
審
、
退
け
ら
れ
た
の
は
松
下
の
讒
言
故
で
あ
ろ
う
と
邪
推
し

て
恨
ん
だ
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
極
め
て
簡
潔
に
書
か
れ
て
お
り
、
事
情
は
漠
然

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
後
掲
の
⑵
⑶
⑷
で
は
、
早
川
と
松
下
と
の
遣
り
取
り
を
具

体
的
に
挙
げ
な
が
ら
、
早
川
の
怨
恨
が
次
第
に
増
長
し
て
い
く
如
く
描
く
よ
う
に

な
る
。
こ
の
⑴
『
談
海
』
所
収
話
が
祖
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
所
以
で

あ
る
。

⑵
『
野
藪
談
話
』
所
収
話

『
野
藪
談
話
』、
所
見
の
内
閣
文
庫
蔵
本
は
三
二
巻
二
八
冊
、
延
享
元
年

（
一
七
四
四
）の
序
が
あ
る
。
そ
の
巻
六
に
収
め
る「
摂
州
芥
川
讐
討
ノ
談
話
」は
、

⑴
『
談
海
』
所
収
話
と
筋
が
合
致
し
、
共
通
す
る
表
現
も
多
々
見
ら
れ
る
が
、
以

下
掲
げ
る
よ
う
に
、
松
下
・
早
川
を
善
・
悪
と
捉
え
る
構
図
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ

て
い
る
。

⑴
の
梗
概
①
に
該
当
す
る
部
分
に
お
い
て
、こ
の
『
野
藪
談
話
』
所
収
話
で
は
、

松
下
源
太
左
衛
門
は
「
俸
禄
千
石
を
領
し
、
文
武
兼
備
り
知
勇
有
り
て
、
人
体
柔

和
に
し
て
慈
悲
深
き
男
也
」
と
す
る
。
一
方
、
早
川
の
方
は
、
そ
の
名
を
八
左
衛

門
と
し
た
上
で
、「
八
百
石
を
領
し
、
放
逸
無
慙
に
し
て
無
礼
法
外
な
る
も
の
也
。

殊
に
血
気
の
勇
者
に
し
て
力
量
つ
よ
く
心
底
苛
刻
な
る
生
れ
付
」
で
家
来
を
手
討

ち
に
す
る
な
ど
し
た
と
、
両
者
を
対
置
す
る
。
か
く
て
主
君
加
藤
式
部
少
輔
か
ら

も
疎
ま
れ
勤
め
を
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
松
下
は
「
行
跡
正
し
き
男
な
れ
ば
、
か
の
早

川
に
よ
り
〳
〵
異
見
を
く
は
へ
、
後
々
は
言
葉
を
尽
し
て
諫
言
度
重
」
ね
た
。
と

こ
ろ
が
早
川
は
こ
れ
に
反
発
し
、
不
奉
公
悪
事
重
畳
し
て
、
終
に
主
君
か
ら
扶
持

を
放
た
れ
た
。
こ
こ
で
早
川
は
「
松
下
源
太
左
衛
門
日
頃
賢
人
立
を
い
た
し
、
わ

れ
ら
に
度
々
の
過
言
異
見
し
て
わ
れ
を
侮
り
し
致
方
も
た
び
〳
〵
也
し
が
、
か
の

も
の
ゝ
讒
言
せ
し
に
疑
ひ
な
し
」
と
邪
推
し
た
と
す
る
。
前
掲
⑴
『
談
海
』
所
収

話
で
は
、
主
君
が
早
川
を
退
け
た
理
由
は
不
明
と
し
、
そ
の
中
で
早
川
が
こ
れ
は

松
下
の
讒
言
ゆ
え
に
相
違
な
し
と
邪
推
し
た
と
、
簡
略
で
や
や
飛
躍
の
あ
る
書
き
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方
を
し
て
い
た
。
そ
れ
を
こ
の
『
野
藪
談
話
』
で
は
、
松
下
の
善
意
に
対
し
て
早

川
が
逆
恨
み
を
抱
い
て
い
っ
た
の
だ
と
し
て
、
そ
の
経
緯
を
一
々
必
然
の
繋
が
り

の
も
と
に
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

梗
概
④
の
早
川
八
之
丞
が
松
下
を
討
つ
く
だ
り
も
、
⑴
『
談
海
』
所
収
話
よ
り

詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
⑴
で
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
記
し
て
い
た
。

（
早
川
八
之
丞
は
）
寛
文
九
年
三
月
廿
一
日
の
酉
の
后
刻
に
、
松
下
が
宅
へ

来
り
、「
も
の
も
う
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
源
太
左
衛
門
自
身
出
向
ひ
、「
た
そ
」

と
と
へ
ば
、
早
川
刀
を
ば
は
や
疾
抜
て
小
脇
か
い
込
、「
日
来
我
親
の
申
置

つ
る
遺
言
に
任
せ
、
今
晩
参
り
た
り
。
意
趣
は
定
而
よ
も
忘
給
ふ
ま
じ
」
と

い
ふ
よ
り
早
た
ゞ
一
打
に
打
付
し
、
其
太
刀
音
に
驚
き
、
其
席
に
居
合
た
る

町
人
等
ば
つ
と
い
ひ
て
逃
ち
る
。そ
の
内
に
八
之
丞
逸
足
を
出
し
立
退
け
り
。

こ
れ
に
対
し
て
『
野
藪
談
話
』
で
は
、
ま
ず
、
当
年
十
二
歳
の
助
三
郎
が
重
い
麻

疹
を
患
っ
て
、
松
下
は
「
昼
夜
看
病
に
い
と
ま
な
か
り
け
る
」
状
態
で
あ
り
、
そ

こ
を
早
川
八
之
丞
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
全
体
次
掲
の
よ
う
に
大
幅

に
増
補
し
て
い
る
が
、
殊
に
留
意
し
た
い
の
は
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
あ
る
。
八

之
丞
は
、
最
初
か
ら
虚
無
僧
姿
と
な
っ
て
逃
亡
の
準
備
を
整
え
た
上
で
松
下
宅
へ

踏
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
八
之
丞
の
卑
劣
を
示
す
と
同
時
に
、
い
か
に

用
意
周
到
で
あ
っ
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
然
る
に
一
方
の
松
下
は
、
不
意
を
襲

わ
れ
た
上
に
看
病
の
た
め
に
疲
労
し
て
い
た
。
よ
っ
て
両
者
の
立
ち
回
り
は
か
く

の
如
き
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
詳
細
を
描
き
出
す
。

寛
文
九
年
三
月
廿
一
日
の
夜
に
入
り
酉
の
刻
に
、（
早
川
八
之
丞
は
）
肌
に

鎖
帷
子
を
着
し
、
弐
尺
三
寸
の
大
わ
き
ざ
し
を
帯
、
金
子
を
用
意
し
て
、
尺

八
袈
裟
を
支
度
し
草
鞋
を
は
き
股
引
し
て
、
虚
無
僧
の
姿
に
や
つ
し
、
源
太

左
衛
門
が
赤
坂
の
宅
に
い
た
り
案
内
を
乞
け
れ
ば
、
折
ふ
し
僕
は
使
に
つ
か

は
し
て
有
合
ず
、
源
太
左
衛
門
壱
人
台
所
に
有
て
薬
を
煎
じ
け
る
が
、「
誰

な
る
ぞ
」と
、脇
差
を
さ
し
、昼
夜
つ
か
れ
て
は
有
、う
か
〳
〵
と
出
向
ひ
、「
誰

そ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
早
川
八
之
丞
也
」
と
、
弐
尺
三
寸
を
抜
も
ふ
け
小

脇
に
か
い
込
み
、「
日
頃
親
が
鬱
念
の
遺
言
に
依
て
息
た
る
某
是
ま
で
参
る

処
也
。
意
趣
は
兼
て
覚
有
べ
し
。
よ
も
や
忘
れ
玉
ふ
ま
じ
。
覚
悟
有
れ
」
と

名
乗
か
け
ゝ
る
。
源
太
左
衛
門
少
し
も
動
か
ず
、「
此
方
曾
て
覚
な
し
。
然

共
名
の
り
懸
ら
れ
て
申
訳
を
致
に
似
た
り
。
是
非
に
及
ば
ず
。
心
得
た
り
」

と
抜
合
せ
て
、
た
が
ひ
に
勝
負
を
決
し
け
る
。
源
太
左
衛
門
は
う
ち
も
の
ゝ

達
者
也
と
い
へ
ど
も
、
八
之
丞
は
年
も
若
く
、
然
も
覚
悟
し
て
来
り
し
也
。

源
太
左
衛
門
さ
し
も
武
功
の
達
人
な
れ
ど
も
、
不
意
に
出
ら
れ
、
殊
に
此
間

の
看
病
に
心
身
疲
労
し
、
其
上
台
所
の
器
物
に
足
手
ま
と
は
り
、
老
人
と
い

ひ
、
早
速
の
働
心
に
ま
か
せ
ず
、
早
川
が
踏
込
〳
〵
切
ま
く
る
に
、
源
太
左

衛
門
は
壱
尺
六
寸
の
脇
ざ
し
に
弐
尺
三
寸
を
う
け
つ
流
し
つ
虚
々
実
々
と
働

と
い
へ
ど
も
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
切
り
ま
く
ら
る
。
早
川
得
た
り
と
切
込
太
刀

を
い
ら
へ
て
請
は
づ
し
た
れ
共
、
右
の
か
た
さ
き
を
三
寸
ほ
ど
切
込
れ
、
そ

の
う
へ
薬
を
煎
る
所
の
爐
に
つ
ま
づ
き
か
つ
ぱ
と
倒
れ
け
る
を
、
早
川
拝
み

う
ち
に
切
付
る
を
、
倒
れ
な
が
ら
は
つ
し
と
請
起
上
ら
ん
と
す
れ
共
、
初
太

刀
に
よ
は
り
二
の
太
刀
を
払
ひ
か
ね
て
見
へ
し
を
、
八
之
丞
飛
開
き
か
さ
ね

打
に
き
り
つ
く
れ
ば
、
さ
す
が
の
源
太
左
衛
門
も
、
真
甲
を
切
り
割
ら
れ
、

遂
に
空
し
く
成
に
け
り
。
仕
す
ま
し
た
り
と
表
を
さ
し
て
か
け
出
る
。

⑴
『
談
海
』
に
比
べ
て
か
く
も
文
章
量
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
不
利
な
状
況
に
あ

っ
た
松
下
が
用
意
周
到
の
八
之
丞
に
襲
わ
れ
た
と
す
る
作
者
の
解
釈
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
沿
っ
て
具
体
的
状
況
を
描
写
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
梗
概
⑤
に
お
い
て
、
⑴
『
談
海
』
に
も
助
三
郎
は
京
都
の
母
の
も
と
へ
移

っ
た
後
、「
朝
暮
武
士
道
の
励
不
忘
心
を
尽
け
る
」と
あ
っ
た
が
、こ
の『
野
藪
談
話
』

で
は
そ
の
具
体
的
な
と
こ
ろ
を
増
補
し
て
い
る
。
即
ち
、
助
三
郎
は
山
崎
武
左
衛
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門
な
る
人
に
新
陰
流
を
学
ん
で
極
意
を
得
た
、
更
に
、
母
は
そ
の
隙
に
素
読
を
指

南
し
時
に
武
芸
稽
古
の
相
手
も
し
た
と
し
て
い
る
。

梗
概
⑦
に
お
い
て
、
兄
三
郎
兵
衛
の
遣
わ
し
た
若
党
が
高
槻
で
八
之
丞
ら
し
き

人
物
を
見
付
け
る
こ
と
は
⑴
『
談
海
』
と
共
通
す
る
が
、
こ
の
『
野
藪
談
話
』
で

は
更
に
、
こ
の
若
党
が
茶
屋
の
亭
主
の
協
力
を
得
て
、
八
之
丞
が
芥
川
を
逗
留
場

所
と
し
て
い
る
こ
と
を
突
き
と
め
る
話
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
梗
概
⑧
の
い
よ

い
よ
敵
討
に
出
る
助
三
郎
の
出
で
立
ち
に
つ
い
て
、
⑴
『
談
海
』
で
は
単
に
「
肌

に
鎖
り
帷
子
な
ど
用
意
し
て
」
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
の
を
、『
野
藪
談
話
』
で

は
そ
の
雄
姿
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

助
三
郎
が
装
束
は
、
肌
に
着
込
緞
子
の
菊
地
の
鎖
帷
子
小
手
臑
当
の
上
に
股

引
し
、
鉢
が
ね
三
枚
入
た
り
し
甲
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
弐
尺
弐
寸
備
前
長
船
の

刀
、
壱
尺
三
寸
相
州
も
の
ゝ
わ
き
ざ
し
を
帯
す
。
年
つ
も
つ
て
拾
四
歳
、
骨

が
ら
大
が
ら
に
し
て
色
白
く
丈
高
く
、
眼
中
に
光
有
て
殊
に
美
男
に
し
て
威

儀
ど
う
〳
〵
た
り
。
勢
ひ
天
地
を
呑
の
気
象
有
り
。

こ
の
あ
と
の
助
三
郎
の
立
ち
回
り
に
つ
い
て
も
増
補
さ
れ
て
い
る
。
⑴
『
談
海
』

で
は
、
家
来
の
平
左
衛
門
、
兄
三
郎
兵
衛
の
若
党
が
助
太
刀
し
て
、
呆
気
な
く
勝

負
は
決
し
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

（
助
三
郎
）
二
尺
三
寸
三
ツ
胴
か
け
し
備
前
打
、
右
の
肩
さ
き
よ
り
細
腰
か

け
て
切
付
し
か
ば
、
八
之
丞
懐
に
中
脇
差
を
指
居
た
り
し
が
、
抜
ん
と
す
る

所
を
、
平
左
衛
門
二
の
太
刀
を
仕
候
へ
ば
、
後
へ
飛
け
る
時
、
溝
に
倒
れ
ん

と
う
ろ
め
く
時
、
三
郎
兵
衛
が
若
党
は
し
り
懸
つ
て
是
を
切
る
。
き
ら
れ
て

ひ
れ
臥
す
所
を
、
助
三
郎
脇
差
に
て
心
元
を
三
刀
と
ゞ
め
を
さ
す
。

一
方
『
野
藪
談
話
』
で
は
、
助
三
郎
一
人
が
八
之
丞
相
手
に
激
戦
し
こ
れ
を
制
し

た
と
し
て
い
る
。

（
助
三
郎
）
弐
尺
弐
寸
の
刀
を
以
丁
と
う
つ
。
八
之
丞
心
得
た
り
と
、
大
わ

き
ざ
し
を
ぬ
き
離
し
、
は
つ
し
と
請
て
つ
け
め
ぐ
る
。
…
…
助
三
郎
と
八
之

丞
は
爰
を
せ
ん
ど
ゝ
火
ば
な
を
ち
ら
し
、
幼
年
の
も
の
に
は
珍
ら
し
き
太
刀

さ
ば
き
、
踏
込
〳
〵
切
結
ぶ
に
ぞ
、
い
か
ゞ
し
た
り
け
ん
、
か
の
梵
僧
の
太

刀
を
請
は
づ
し
て
、
や
が
て
八
之
丞
が
肩
先
ゟ
細
ご
し
を
か
け
て
切
付
る
。

さ
れ
ど
も
さ
す
が
に
小
う
で
の
悲
し
さ
は
、
切
先
は
づ
れ
に
切
か
す
る
。
八

之
丞
少
し
ひ
る
む
を
、（
助
三
郎
）
二
の
太
刀
に
て
丁
と
切
を
、
八
之
丞
後

飛
に
飛
ひ
ら
き
け
る
処
を
、
溝
に
足
を
ふ
み
込
た
ゞ
よ
ふ
処
を
、
ふ
り
上
て

は
つ
し
と
切
を
、
八
之
丞
引
は
ず
し
て
む
ず
と
組
。
組
れ
て
助
三
郎
刀
を
取

直
し
、
倒
れ
な
が
ら
心
も
と
を
裏
表
へ
さ
し
通
す
。

『
野
藪
談
話
』
は
、
更
に
続
い
て
次
の
話
を
付
加
す
る
。
八
之
丞
の
仲
間
の
虚
無

僧
が
現
れ
切
り
掛
か
る
。
平
左
衛
門
が
こ
れ
と
激
し
く
切
り
結
ぶ
の
を
、
助
三
郎

は
止
め
、
自
ら
名
乗
り
、
親
の
敵
討
で
あ
る
こ
と
を
堂
々
と
理
を
尽
く
し
て
述
べ

る
と
、
彼
の
虚
無
僧
は
得
心
し
、
却
っ
て
助
三
郎
の
振
る
舞
い
に
感
じ
入
っ
た
、

と
す
る
。
か
く
て
次
の
よ
う
に
評
す
。

誠
に
親
の
敵
を
十
四
歳
に
て
堅
固
に
討
す
ま
し
、
か
の
助
太
刀
の
も
の
へ
の

あ
い
さ
つ
と
い
ひ
、
た
め
し
希
な
る
こ
と
ゞ
も
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
助
三
郎
を
英
雄
化
し
よ
う
と
す
る
見
地
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

以
上
こ
の
『
野
藪
談
話
』
所
収
話
で
は
、
全
体
に
わ
た
っ
て
善
悪
対
立
の
構
図

を
よ
り
鮮
明
に
し
て
い
る
。
早
川
八
左
衛
門
が
不
当
に
松
下
を
恨
む
と
こ
ろ
か
ら

説
き
始
め
、
末
尾
に
至
っ
て
、
八
之
丞
が
討
た
れ
た
こ
と
を
「
か
の
非
道
に
源
太

左
衛
門
を
う
ち
し
天
罰
成
べ
し
」
と
評
す
る
と
こ
ろ
と
連
動
し
、首
尾
一
貫
す
る
。

八
之
丞
は
い
か
に
父
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
と
は
い
え
、
そ
の
遺
志
自
体
が
誤
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
助
三
郎
の
武
芸
鍛
錬
、
母
の
扶
助
な
ど
、

苦
悩
努
力
が
強
調
増
幅
さ
れ
、
助
三
郎
が
英
雄
化
さ
れ
て
終
わ
る
と
い
う
の
が
、
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松
下
の
側
へ
の
遇
し
方
と
な
っ
て
い
る
。

⑶
『
談
海
集
』
所
収
話

『
談
海
集
』、
所
見
の
内
閣
文
庫
蔵
本
は
三
五
巻
三
四
冊
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
。

ま
た
前
述
の
通
り
、『
玉
滴
隠
見
』
に
も
当
敵
討
に
関
す
る
ほ
ぼ
同
文
の
一
条
が

あ
る
。
い
ま
前
者
に
拠
り
、
適
宜
後
者
を
参
照
し
て
筆
写
の
誤
り
等
を
正
し
つ
つ

掲
げ
る
。
⑴
『
談
海
』
所
収
話
と
対
比
す
る
に
、
話
の
筋
が
合
致
し
、
文
章
表
現

に
も
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
か
つ
全
体
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
『
談
海
集
』
所
収

話
の
方
が
増
補
さ
れ
た
、
よ
り
詳
細
な
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
梗
概
⑤
の
、

父
を
討
た
れ
た
後
病
の
癒
え
た
助
三
郎
が
祖
母
に
敵
討
の
意
思
を
告
げ
、
一
旦
京

都
の
母
の
も
と
へ
移
る
く
だ
り
に
つ
い
て
、
大
幅
な
増
補
が
行
わ
れ
て
い
る
。
⑴

『
談
海
』
で
は
、
祖
母
が
岩
崎
覚
左
衛
門
な
る
人
物
を
付
け
て
京
都
ま
で
送
り
届

け
た
と
端
的
に
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
『
談
海
集
』
で
は
、
岩
崎
覚
左
衛
門

の
他
に
関
助
も
供
を
し
た
と
し
て
、
こ
の
人
々
の
東
海
道
道
行
を
長
々
と
描
い
て

い
る
。
ま
ず
助
三
郎
ら
は
「
寛
文
九
年
四
月
五
日
ノ
夜
モ
ア
カ
サ
カ
ノ
田
町
ヲ
旅

立
テ
、道
ノ
行
ク
手
ニ
山
王
大
権
現
ヘ
参
詣
シ
」、敵
討
成
就
を
祈
願
し
た
と
し
て
、

品
川
、
川
崎
へ
と
出
て
行
く
道
筋
が
語
ら
れ
る
。
や
が
て
富
士
を
見
て
は
曾
我
兄

弟
に
思
い
を
遣
る
。

馬
手
ニ
ア
タ
ツ
テ
大
山
ハ
、
名
ニ
キ
ヽ
シ
扶
桑
国
一
ノ
富
士
嶽
ヲ
ト
打
詠
、

次
デ
ヨ
ケ
レ
バ
兄
ノ
宮
弟
ノ
宮
ニ
参
詣
シ
、「
我
親
ノ
敵
ヲ
安
ク
ウ
タ
セ
テ

タ
ベ
ヨ
」
ト
祈
ツ
ヽ
、
助
三
郎
ト
リ
ア
ヘ
ズ
、

　

旅
衣
裾
野
ノ
狩
場
ハ
ト
シ
フ
レ
ド
ソ
ノ
ハ
ラ
カ
ラ
ノ
名
コ
ソ
朽
セ
ネ

ト
打
誦
ジ
テ
、
ワ
ガ
身
ノ
上
ヲ
想
ヤ
リ
、
末
タ
ノ
モ
シ
ク
コ
ソ
ハ
存
ジ
ケ
レ
。

以
下
延
々
と
所
の
名
と
そ
れ
に
ち
な
む
話
、
彼
ら
の
詠
ん
だ
歌
な
ど
が
連
ね
ら
れ

る
。
か
く
て
大
津
か
ら
京
都
へ
入
っ
た
と
し
て
、「
江
戸
ヲ
立
テ
行
程
十
三
日
ト

云
フ
ニ
、
上
京
ノ
母
上
ニ
対
面
シ
タ
ル
助
三
郎
ガ
心
ノ
中
コ
ソ
ユ
ヽ
シ
カ
ラ
メ
」

と
し
て
終
わ
る
。
分
量
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
道
行
が
こ
の
敵
討
譚
全
体
の
約

五
分
の
三
を
占
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
『
談
海
集
』
所
収
話
は
⑴
『
談
海
』
所
収
話
そ
の
も
の
を
直
接

増
補
し
て
成
っ
た
と
、単
純
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
冒
頭
に
「
芥
河
ノ
序
」

と
し
て
、
豫
譲
や
曾
我
兄
弟
等
を
挙
げ
て
敵
討
を
称
揚
す
る
論
を
述
べ
て
い
る
点

も
、『
談
海
集
』
独
自
で
あ
る
。
ま
た
梗
概
①
～
②
に
当
た
る
、
早
川
が
扶
持
を

放
た
れ
、そ
れ
を
松
下
の
讒
言
に
よ
る
も
の
と
邪
推
し
や
が
て
病
臥
す
る
部
分
は
、

極
め
て
簡
潔
で
あ
る
。

（
主
君
加
藤
氏
は
）
何
タ
ル
子
細
有
テ
カ
彼
早
川
ニ
暇
ヲ
玉
ハ
リ
ヌ
ル
処
ニ
、

此
早
川
思
フ
心
当
コ
ソ
有
ツ
ラ
メ
、「
只
今
吾
身
ノ
浪
人
ス
ル
コ
ト
ハ
聊
心

得
難
シ
。
如
何
様
是
ハ
松
下
ガ
讒
シ
タ
ル
ニ
依
テ
成
ベ
シ
」
と
邪
推
シ
テ
、

始
終
共
ニ
彼
源
太
左
衛
門
ニ
意
趣
ヲ
籠
、
イ
カ
ニ
モ
シ
テ
松
下
ヲ
討
バ
ヤ
ト

思
フ
其
内
ニ
病
ヒ
付
ケ
リ
。

こ
れ
は
確
か
に
⑴
『
談
海
』
の
記
述
に
近
い
が
、
こ
こ
で
は
「
思
フ
心
当
コ
ソ
有

ツ
ラ
メ
」、
何
か
心
当
た
り
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
収
め
て
、
早
川
が

松
下
の
讒
言
ゆ
え
と
邪
推
し
た
経
緯
に
は
立
ち
入
ら
な
い
姿
勢
が
、
よ
り
明
確
に

見
て
取
れ
る
。

ま
た
梗
概
③
の
、
松
下
源
太
左
衛
門
が
主
君
加
藤
氏
に
致
仕
を
願
い
出
る
く
だ

り
は
、
⑴
『
談
海
』
で
は
、「
或
時
の
徒
然
に
明
成
公
へ
よ
も
山
の
咄
の
序
に
日

来
の
を
も
は
く
語
り
出
し
け
れ
ば
、
明
成
そ
の
趣
尤
と
被
存
、「
其
意
に
ま
か
す

べ
し
」
と
被
申
ゆ
へ
、源
太
左
衛
門
平
伏
し
て
難
有
お
も
ひ
退
去
し
」
と
あ
る
が
、

こ
の
『
談
海
集
』
で
は
、「
明
成
エ
暇
ヲ
請
」
と
の
み
簡
潔
に
記
す
。
ま
た
梗
概
⑦
、

高
槻
に
敵
が
い
る
と
聞
い
た
助
三
郎
が
京
都
を
出
る
時
、
⑴
『
談
海
』
で
は
、
母
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が
長
々
訓
誡
を
述
べ
て
い
る
が
、『
談
海
集
』
で
は
こ
れ
が
無
く
、
代
わ
り
に
助

三
郎
が
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
祈
誓
し
て
か
ら
高
槻
へ
向
か
っ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
⑴
『
談
海
』
の
更
に
祖
型
と
い
う
べ
き
本
文
が
存
在
し
て
、『
談
海
集
』

は
そ
れ
に
拠
っ
た
も
の
か
と
推
定
す
る
。

⑷
『
摂
州
芥
川
之
駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
』

こ
の
実
録
に
関
し
て
は
、江
馬
務
「
風
俗
史
上
よ
り
見
た
る
芥
川
の
復
讐
」（『
風

俗
研
究
』
第
一
七
号
、一
九
一
九
年
一
月
。
後
に
『
江
馬
務
著
作
集
』
第
六
巻
（
中

央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
に
収
録
）、『
高
槻
市
史
』
第
二
巻
（
高
槻
市
史
編
さ

ん
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）
等
に
、
高
槻
市
芥
川
の
岸
田
家
所
蔵
と
し
て
存
在
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
芦
原
義
行
氏
の
ご
示
教
に
よ
り
、
現
在
原
本
の
所
在
は
不
明

な
が
ら
、
岸
田
敏
馬
氏
出
版
の
『
芥
川
村
史
資
料
』
に
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
知
り
得
た
。
以
下
同
書
に
よ
っ
て
掲
げ
る
。

こ
の
本
の
奥
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

右
が
高
槻
に
伝
は
り
あ
る
実
録
を
書
写
す
も
の
也
。
天
明
二
年
寅
弐
月
の
写

本
に
よ
り
、
大
正
十
一
年
一
月
、
編
者
岸
田
駿
三
再
写
す
。
右
は
我
家
に
伝

は
る
写
本
也
。

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
写
本
を
、
岸
田
氏
が
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
書

写
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
高
槻
に
伝
存
の
実
録
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
後
掲
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
高
槻
芥
川
の
地
に
特
有
の
情
報
が
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
実
録
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
筋
は
⑵

『
野
藪
談
話
』
所
収
話
と
合
致
し
、
文
章
表
現
も
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、
以
下

掲
げ
る
よ
う
な
点
に
お
い
て
異
同
が
見
ら
れ
る
。

冒
頭
で
早
川
が
松
下
に
対
し
て
怨
恨
を
抱
く
経
緯
が
、『
野
藪
談
話
』
所
収
話

以
上
に
詳
細
に
筋
を
通
し
て
書
か
れ
る
。
松
下
は
「
文
武
に
達
智
仁
勇
兼
備
へ
人

体
柔
和
に
し
て
慈
悲
情
心
の
男
」
と
し
、
早
川
は
「
其
志
放
逸
邪
慳
に
し
て
、
然

も
強
慾
不
敵
の
曲
者
な
り
。
別
に
力
量
強
く
短
慮
」
に
て
、
自
分
の
家
来
を
手
討

ち
に
し
た
と
す
る
。
割
書
し
て
、こ
の
松
下
と
早
川
は
「
気
性
不
合
」
と
記
す
が
、

こ
れ
が
作
者
の
解
釈
で
あ
る
。『
野
藪
談
話
』
で
は
、「
松
下
源
太
左
衛
門
は
行
跡

正
し
き
男
な
れ
ば
、
か
の
早
川
に
よ
り
〳
〵
異
見
を
く
は
へ
」
た
と
、
簡
略
に
説

明
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
本
書
で
は
、
早
川
は
か
か
る
非
道
の
振
る
舞
い
に
よ
り

諸
士
か
ら
憎
ま
れ
、
主
君
の
御
聞
に
も
達
し
、
こ
れ
で
は
奉
公
を
止
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
と
見
え
た
の
で
、
松
下
は
「
情
心
の
意
見
被
致
け
れ
ば
」、
早
川
は
こ
れ

を
逆
恨
み
し
て
反
発
。
そ
れ
で
も
松
下
は
「
見
捨
置
が
た
く
笑
止
に
思
ひ
、
又
の

出
合
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
利
害
を
尽
し
て
申
聞
か
さ
れ
し
か
ば
」、
早
川
は
立
腹

し
て
撥
ね
付
け
た
。
か
く
て
な
お
悪
心
ま
さ
り
、
主
君
に
も
見
放
さ
れ
、
一
層
不

法
不
埒
の
事
多
く
な
り
、「
是
非
な
く
御
主
人
永
の
御
暇
を
遣
れ
」
る
こ
と
と
な

っ
た
。
か
く
て
城
下
を
立
ち
退
く
時
早
川
は
、
こ
の
事
態
と
な
っ
た
の
は
、
自
分

が
松
下
の
異
見
を
容
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
松
下
が
こ
れ
を
不
快
と
し
て
殿
に
讒

言
し
た
に
相
違
な
い
と
思
い
込
み
、「
鬱
憤
止
が
た
く
、
ふ
ん
怒
の
い
か
り
に
身

を
も
だ
へ
し
ゆ
へ
な
ら
む
、
邪
気
さ
し
発
り
、
療
治
手
を
尽
せ
ど
も
日
を
追
て
病

重
り
」
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
と
す
る
。「
柔
和
」「
慈
悲
情
心
」
の
人
松
下
は
衷

心
か
ら
異
見
を
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
重
ね
る
度
に
早
川
は
反
発
を
強
め
る
と
い

う
行
き
違
い
を
描
き
出
す
。
そ
れ
が
「
気
性
不
合
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
て
早
川
は
深
い
憤
り
と
怨
恨
の
中
に
は
ま
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
病
ん
だ
の
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
人
物
の
心
情
と
事
の
進
行
と
を
関
連
づ
け
て
記
し
て
い
く
点

で
、
よ
り
実
録
的
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
後
に
江
戸
へ
出
た
松
下
を
早

川
の
息
子
八
之
丞
が
襲
っ
た
時
、
松
下
が
「
我
に
は
恩
こ
そ
は
あ
る
は
ず
、
恨
を

受
る
覚
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
（
こ
の
言
『
野
藪
談
話
』
に
は
な
し
）、
彼
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が
自
ら
の
心
に
随
っ
て
早
川
を
救
お
う
と
し
て
き
た
と
す
る
先
の
記
述
と
合
致
す

る
。ま

た
、
話
の
流
れ
を
一
旦
止
め
て
人
物
同
士
の
言
葉
の
遣
り
取
り
を
描
き
込
む

の
も
、
こ
の
実
録
の
特
色
で
あ
る
。
病
癒
え
て
敵
討
を
決
意
し
た
助
三
郎
が
京
住

の
母
岩
松
殿
を
訪
ね
る
く
だ
り
で
は
、

母
は
立
出
対
面
し
、「
何
ゆ
へ
に
帰
り
来
り
し
か
」
と
び
つ
く
り
し
な
が
ら

逢
ふ
う
れ
し
さ
に
、
立
つ
居
つ
悦
び
給
ふ
ぞ
道
理
な
り
。
助
三
郎
は
引
替
て

只
し
ほ
し
ほ
と
涙
に
く
れ
悦
ぶ
振
り
は
無
り
け
り
。
母
は
手
を
取
り
い
そ
い

そ
と
、「
ま
あ
無
事
で
嬉
し
い
」
と
坐
に
直
ら
せ
、
…
…
（
助
三
郎
が
父
の

横
死
の
こ
と
を
語
る
と
）
母
は
と
こ
ふ
の
い
ら
へ
な
く
只
茫
然
と
あ
き
れ
は

て
、
明
た
る
口
も
ふ
さ
が
ず
に
身
を
振
は
せ
て
正
体
な
し
。
良
々
あ
り
て
心

を
静
め
、「
さ
れ
ば
ま
あ
ま
あ
何
事
ぞ
や
。
あ
た
り
に
人
は
無
か
り
し
か
。

敵
は
そ
し
て
何
と
し
た
」
と
狂
気
の
如
く
取
乱
し
、
更
に
正
気
は
無
か
り
け

る
が
、

こ
れ
ら
の
口
語
を
交
え
た
文
体
は
、
他
の
部
分
（『
野
藪
談
話
』
と
共
通
の
部
分
）

と
異
な
る
調
子
で
書
か
れ
て
お
り
、
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

続
い
て
、
助
三
郎
は
母
岩
松
殿
の
勧
め
に
よ
り
一
旦
石
見
へ
赴
き
兄
栗
田
三
郎

兵
衛
に
面
会
し
た
こ
と
が
書
か
れ
る
の
も
、
こ
の
実
録
独
自
の
点
で
あ
る
。
助
三

郎
が
父
の
横
死
の
こ
と
を
話
す
と
、
三
郎
兵
衛
は
無
念
の
涙
を
流
し
、
自
分
も
共

に
敵
討
に
出
た
い
旨
主
君
加
藤
氏
に
願
い
出
た
。
然
る
に
加
藤
氏
は
早
川
八
之
丞

を
「
人
面
獣
心
」
と
難
じ
つ
つ
も
、
三
郎
兵
衛
は
栗
田
の
家
を
継
い
だ
者
ゆ
え
敵

討
は
許
可
し
難
い
と
言
い
渡
し
た
。
そ
こ
で
三
郎
兵
衛
は
、
譜
代
の
家
来
平
左
衞

門
と
、
自
分
の
若
党
伊
介
を
伴
い
つ
つ
、
助
三
郎
を
京
都
へ
送
り
届
け
、
岩
松
殿

と
も
対
面
し
て
言
葉
を
交
わ
し
、
平
左
衛
門
・
伊
介
を
助
太
刀
と
し
て
残
し
、
一

人
石
見
へ
帰
っ
た
と
す
る
。
前
掲
の
地
元
出
来『
吉
永
記
』「
芥
川
復
讎
の
話
」、『
石

見
国
吉
永
乱
記
』
に
拠
れ
ば
、
兄
が
敵
討
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
の
は
、
弟
た
ち

の
約
束
不
履
行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
録
の
作
者
の
も
と
に
は
、〝
他

家
を
次
い
だ
兄
が
い
た
が
、
敵
討
の
場
に
は
不
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
〟
と
い
う
情

報
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
の
事
情
を
独
自
に
想
像
し
て
描
き
込
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
早
川
八
之
丞
の
在
処
を
見
出
す
く
だ
り
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
ま

ず
若
党
伊
介
が
、
枚
方
で
虚
無
僧
の
喧
嘩
が
あ
っ
て
手
疵
を
負
う
事
件
が
あ
っ
た

と
の
噂
を
聞
き
、
こ
の
者
の
行
方
を
探
っ
て
高
槻
へ
至
る
。
続
く
、
八
之
丞
と
思

し
き
虚
無
僧
を
見
付
け
そ
の
実
否
を
確
か
め
る
た
め
茶
屋
の
亭
主
を
頼
み
、
彼
が

芥
川
に
逗
留
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
出
す
く
だ
り
は
、『
野
藪
談
話
』
と
共
通
。

そ
し
て
、
高
槻
城
主
永
井
市
正
に
仕
え
る
豊
島
小
右
衞
門
な
る
人
物
に
関
す
る
独

自
の
情
報
が
記
さ
れ
る
。
助
三
郎
主
従
は
高
槻
へ
赴
き
、
ま
ず
こ
の
豊
島
を
訪
ね

た
と
す
る
。

高
槻
豊
島
小
右
衞
門
、
父
源
太
左
衞
門
に
薄
縁
も
有
ば
、
先
此
方
に
落
付
き
、

一
別
以
来
御
無
音
な
り
し
挨
拶
致
し
終
り
、
さ
て
父
の
横
死
之
儀
具
に
物
語

り
け
れ
ば
、

豊
島
は
大
い
に
驚
き
、
当
城
主
へ
の
敵
討
届
け
出
に
つ
い
て
取
り
計
ら
っ
た
と
す

る
。
な
お
『
野
藪
談
話
』
で
は
、
松
下
の
縁
者
の
豊
島
小
右
衞
門
な
る
者
が
高
槻

に
い
て
、
そ
れ
を
八
之
丞
が
警
戒
し
て
い
た
と
い
う
事
柄
が
簡
潔
に
書
か
れ
る
の

み
で
あ
る
。

続
い
て
八
之
丞
が
逗
留
し
て
い
た
宿
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
実
録
独

自
で
あ
る
。

其
よ
り
主
従
三
人
芥
川
へ
と
出
行
て
、
彼
こ
も
僧
の
止
宿
井
筒
屋
殿
の
家
に

至
り
、
案
内
を
伊
介
独
り
遣
し
て
様
子
を
見
せ
し
に
、
最
早
こ
も
僧
は
身
腰

し
て
出
る
所
な
れ
ば
、
早
速
立
返
り
助
三
郎
に
斯
と
知
せ
け
る
。
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こ
の
あ
と
三
人
で
八
之
丞
の
後
先
を
挟
ん
で
名
乗
り
懸
け
る
の
は
、『
野
藪
談
話
』

と
一
致
す
る
が
、
続
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
こ
の
実
録
が
確
か
に
芥
川

出
来
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
立
ち
合
い
と
な
っ
て
往
来
の
人
び
と
が
騒
い
だ

の
を
、
所
の
役
人
森
本
惣
兵
、
酒
屋
の
権
右
衛
門
が
制
し
鎮
め
た
と
、
具
体
的
に

人
名
を
挙
げ
る
。そ
し
て
激
戦
の
最
中
八
之
丞
は
隙
を
見
て
南
の
方
へ
逃
げ
行
き
、

助
三
郎
が
追
い
か
け
た
と
し
て
、
そ
の
道
筋
を
地
名
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い

る
。こ

の
実
録
は
、
終
末
部
も
よ
り
整
え
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。『
野
藪
談
話
』

で
は
、同

月
（
九
月
）
十
八
日
に
江
戸
に
在
之
親
類
中
へ
し
か
〴
〵
の
首
尾
を
つ
げ

け
る
。
其
後
諸
大
名
中
聞
及
び
玉
ひ
て
（
助
三
郎
を
）
召
か
ゝ
へ
ん
と
有
け

れ
ど
も
、
京
都
の
母
肯
ず
し
て
、
又
々
京
都
に
住
居
せ
り
と
い
へ
り
。

と
極
め
て
簡
潔
な
記
述
で
一
編
を
終
わ
っ
て
い
る
。
一
方
こ
の
実
録
で
は
、

松
下
助
三
郎
は
、
京
都
へ
帰
り
母
へ
も
敵
伐
の
次
第
を
物
語
け
れ
ば
、
親
子

手
に
手
を
取
て
悦
涙
に
く
れ
た
る
は
、
断
り
と
こ
そ
思
は
れ
け
る
。

と
し
、
敵
討
に
備
え
て
武
芸
を
指
南
し
た
鳴
瀬
隼
人
に
礼
謝
に
赴
い
た
こ
と
を
言

う
。
そ
し
て
、

助
三
郎
は
京
着
早
々
彼
八
之
丞
の
首
を
持
ち
、
菩
提
寺
へ
行
き
、
石
碑
に
彼

首
を
手
向
、
父
尊
霊
に
、「
今
こ
そ
御
鬱
憤
を
晴
し
成
仏
得
脱
仕
り
給
へ
」

と
涙
な
が
ら
三
拝
し
、
其
よ
り
後
八
之
丞
の
首
も
寺
内
に
収
め
、
供
養
懇
に

し
て
帰
り
け
る
。

石
見
の
兄
栗
田
三
郎
兵
衛
に
委
細
書
状
を
認
め
、
若
党
伊
介
に
よ
く
申
し
含
め
て

帰
ら
せ
、
江
戸
の
叔
母
（
本
書
で
は
、
祖
母
で
は
な
く
叔
母
と
す
る
）、
江
戸
か

ら
京
都
へ
送
り
届
け
て
く
れ
た
岩
崎
覚
左
衛
門
に
も
便
り
を
送
っ
た
。
そ
の
後
助

三
郎
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

此
沙
汰
江
戸
表
へ
も
聞
へ
け
れ
ば
、
諸
家
の
評
判
ま
ち
ま
ち
な
れ
ば
、
諸
大

家
方
よ
り
大
禄
を
遣
し
抱
へ
ん
と
、
御
所
望
有
け
れ
ど
も
、
母
親
仕
官
の
望

無
之
故
、
助
三
郎
孝
心
の
志
し
厚
く
是
を
辞
し
て
、
母
の
御
存
命
の
内
は
京

都
に
て
町
人
と
成
、
能
き
家
屋
敷
を
も
求
め
安
楽
に
暮
し
、
孝
行
を
尽
し
、

母
病
死
の
後
、
よ
き
つ
て
有
て
肥
後
の
熊
本
へ
被
抱
、
禄
千
五
百
石
給
り
、

其
子
孫
今
に
有
し
と
か
や
。

横
死
し
た
人
の
供
養
、
関
係
者
の
喜
悦
、
後
の
繁
栄
の
こ
と
が
謳
わ
れ
て
終
わ
る
。

こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
実
録
的
な
一
編
の
括
り
方
で
あ
る
。

更
に
こ
の
あ
と
「
評
曰
」
と
し
て
、「
芥
川
の
駅
は
凡
家
数
壱
百
戸
計
り
に
て
、

町
は
川
東
阪
に
よ
り
三
町
許
有
之
」
云
々
と
芥
川
の
地
理
を
説
明
し
、「
町
の
東

口
三
軒
目
に
、
こ
も
僧
の
止
宿
せ
る
宿
、
名
は
井
筒
屋
と
云
と
か
や
」
と
、
前
掲

の
一
節
に
も
出
て
い
た
、
八
之
丞
が
逗
留
し
た
宿
に
つ
い
て
の
情
報
を
記
す
。
続

い
て
付
記
の
形
で
、「
敵
八
之
丞
を
討
所
は
、
今
の
芥
川
西
堤
一
町
計
南
よ
り
未

申
の
所
野
道
あ
り
。
堤
よ
り
三
丁
行
所
の
高
き
畑
あ
る
所
、
こ
も
僧
と
云
伝
へ
、

今
は
茶
園
畑
と
成
。
今
こ
の
高
畑
の
跡
あ
り
。
其
魂
魄
今
に
残
り
け
ん
、
雨
夜
に

は
火
出
で
て
芥
川
の
方
へ
飛
行
す
。
近
年
は
是
も
隠
み
し
に
や
、あ
ま
り
出
ぬ
也
」

と
、
土
地
の
伝
と
見
ら
れ
る
事
柄
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
実
録
の
書
名
は
「
摂
州

芥
川
之
駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
」
と
な
っ
て
い
る
。
芥
川
の
地
で
は
、
薦
僧
が
当
地

に
逗
留
し
て
討
た
れ
心
火
が
現
れ
た
な
ど
と
、
薦
僧
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
推
定
で
き
る
。

こ
の
実
録
は
、
発
端
の
、
早
川
が
松
下
を
逆
恨
み
す
る
く
だ
り
の
書
き
方
、
ま

た
終
結
の
さ
せ
方
な
ど
に
独
自
の
配
慮
を
し
つ
つ
、
一
方
で
想
像
力
を
用
い
て
人

物
の
対
話
の
部
分
を
大
幅
に
増
補
し
、
ま
た
独
自
に
知
り
得
た
芥
川
の
地
に
伝
わ

る
情
報
を
入
れ
る
な
ど
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
生
長
し
た
実
録
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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終
わ
り
に

以
上
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、次
の
よ
う
に
推
定
す
る
。
石
見
国
吉
永
で
、

事
件
に
関
す
る
直
接
的
見
聞
が
残
存
す
る
中
に
お
い
て
作
ら
れ
た
『
吉
永
記
』「
芥

川
復
讎
の
話
」、『
石
見
国
吉
永
乱
記
』
は
、
実
説
の
枠
を
大
き
く
は
逸
脱
し
な
い

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
前
稿
参
照
）。
一
方
地
元
か
ら
離
れ
た
所
に
お
い
て
は
、

事
件
に
関
す
る
断
片
的
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
―
―
吉
永
の
元
藩
士
松
下
源

太
左
衛
門
が
、
江
戸
で
元
傍
輩
の
息
子
早
川
八
之
丞
に
親
の
敵
と
言
い
立
て
ら
れ

て
討
た
れ
た
こ
と
、敵
を
討
っ
た
松
下
の
息
子
に
は
他
家
を
嗣
い
だ
兄
が
い
た
が
、

討
ち
取
る
場
に
は
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
八
之
丞
は
虚
無
僧
姿
と
な
っ
て
高

槻
に
逗
留
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
出
さ
れ
て
討
た
れ
た
こ
と
―
―
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
善
悪
の
構
図
を
当
て
嵌
め
、
そ
こ
か
ら
発
端
の
、
早
川
が
松
下
を
邪
推
に

よ
っ
て
恨
む
話
、
中
盤
の
、
弟
が
京
住
の
母
の
所
へ
身
を
寄
せ
武
芸
鍛
錬
に
励
む

話
な
ど
を
作
り
、
祖
型
と
な
る
話
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
⑴
『
談
海
』
所

収
話
が
作
ら
れ
、
更
に
増
補
さ
れ
て
⑵
『
野
藪
談
話
』
所
収
話
が
成
立
。
一
方
、

祖
型
の
話
か
ら
⑶
『
談
海
集
』
所
収
話
が
作
ら
れ
る
。
更
に
は
『
野
藪
談
話
』
所

収
話
か
こ
れ
に
極
め
て
近
い
本
文
を
元
に
、
高
槻
芥
川
の
地
で
⑷
『
摂
州
芥
川
之

駅
薦
僧
之
敵
討
実
録
』
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
の
流
れ
を
こ
の
よ
う
に

推
定
し
て
み
て
改
め
て
気
付
く
の
は
、
祖
型
も
し
く
は
⑴
『
談
海
』
所
収
話
の
段

階
で
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
敵
討
譚
全
体
の
枠
組
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
中

で
、
そ
の
内
部
を
構
成
す
る
話
を
増
補
改
変
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
特
徴
を
有
す
る
実
録
の
形
態
に
仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か

る
点
に
、
実
録
と
い
う
小
説
の
特
質
の
一
端
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

注
（
１
）
吉
永
藩
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
か
ら
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
ま
で
の
間

石
見
国
安
濃
郡
吉
永
（
現
島
根
県
大
田
市
）
に
存
在
し
た
小
藩
で
あ
る
。

（
２
）『
新
修
島
根
県
史
』
史
料
篇
３
（
近
世
下
）（
島
根
県
、
一
九
六
五
年
）
所
収
。
底
本

は
大
田
市
物
部
神
社
蔵
本
。
奥
書
「
天
保
八
丁
酉
歳
正
月
二
十
日
後
藤
佐
渡
写
之
／

明
治
九
年
三
月
写
畢　

物
部
神
社
禰
宜
蔵
田
敬
之
」。
吉
永
藩
士
の
姓
名
録
、
領
内

役
人
や
寺
社
に
関
す
る
記
事
等
々
と
と
も
に
、「
芥
川
復
讎
の
話
」
の
条
を
収
め
る
。

（
３
）
島
根
県
邇
摩
郡
宅
野
村
漆
谷
久
二
郎
蔵
本
を
大
正
二
年
に
島
根
県
史
編
纂
掛
が
書
写

し
た
本（
島
根
県
立
図
書
館
蔵
）に
よ
る
。敵
討
の
こ
と
の
み
を
記
し
て
一
書
を
な
す
。

資
料
の
引
用
に
際
し
て
、
濁
点
、
句
読
点
、
会
話
を
示
す
「　

」
等
を
補
っ
た

ほ
か
、
明
ら
か
な
誤
脱
と
認
め
た
箇
所
は
改
め
た
。

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館
学
芸
員
芦
原
義
行
氏
に
は
、『
摂
州
芥
川
之
駅
薦

僧
之
敵
討
実
録
』
に
つ
い
て
ご
示
教
を
賜
り
、
資
料
を
恵
与
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
、
山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
山
陰
地
域
文
学
関
係
資
料
の
公
開
に
関

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
二
○
一
三
～
一
五
年
度
、
代
表
・
野
本
瑠
美
）
の
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
一

芥
川
敵
討
実
録
の
展
開
（
田
中
則
雄
）

－ 140 －



一
二

芥
川
敵
討
実
録
の
展
開
（
田
中
則
雄
）

－ 139 －

Development of the documentary novels
(jitsuroku)“Akutagawa-Katakiuchi”

TANAKA Norio
（Shimane University, Faculty of Law and Literature）

〔A b s t r a c t〕

　In 1671 , a 14 -year-old boy, from Yoshinaga Domain (Iwami Province), avenged his father's 
death on the enemy in Akutagawa(Settsu Province). When documentary novels(jitsuroku) 
were made at the place that left the ground concerned, the stories were made up fictionally, 
and distinctive descriptions were done based on the author's respective interpretation.

Key words：jitsuroku(documentary novel, historical novel),  novels in Edo period 


