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り
、
二
ハ
一
四
年
及
び
一
六
七
八
年
リ
ス
ボ
ン
夜
行
の
「
放
浪
記
」
と
現
代
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
と
の
街
誇
本
を
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
こ
れ
を
左
に
紹

介
し
よ
う
。

こ
の
制
到
謬
本
の
夜
行
者
は
リ
ス
ボ

γ
の
文
化
交
換
舎
と
、
り
オ
・
デ
・
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
の
ブ
ラ
ジ
ル
事
生
ホ
l
ム
阻
害
出
版
社
の
爾
者
で
あ
り
、
制
到
課
者
は
、

〉
【
凶
♀
訟
の
同
回
国
広
冨
O
ロ
丹
市
片
円
。
氏
で
、
刊
行
は
一
九
五
三
一
年
で
あ
る
。
(
部
数
は

明
か
で
な
い
が
限
定
版
で
あ
る
)

此
番
の
体
裁
は
ク
オ
l
タ
l
版
、
日
本
流
に
云
う
と
約
B
五
倍
版
で
俣
綴
廿

四
加
で
、
一
加
は
六
四
頁
で
あ
る
。
標
題
は

3
3四円一ロ白明朗
O

帽
の
田
町
丹
国
国
営
同
り
巾
弓
削
O

沼

g色何回同
MZo

で
「
フ
エ
ル
ナ
ン
・
メ
ン
デ
ス
・
ピ

γ
ト
!
の
放
浪
記
と
手
紙
」
で
あ
る
。

印
刷
の
体
裁
は
左
右
爾
頁
封
謬
で
、
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
一
六
七
八
年
版

の
原
本
を
複
篤
し
、
又
各
章
の
冒
頭
は
花
大
文
字
で
飾
り
、
原
本
の
悌
を
出
し

て
い
る
援
に
恩
わ
れ
る
。

本
書
は
二
部
に
分
れ
、
全
二
百
二
十
六
章
で
あ
る
が
、
第
一
部
は
第
一
章
か

ら
第
百
二
十
九
章
ま
で
、
叉
第
二
部
は
百
三
十
章
か
ら
で
、
此
部
は
二
ハ
一
四

年
の
初
版
本
の
タ
イ
ト
ル
・
ベ

l
ジ
を
具
え
て
い
る
が
、
第
一
部
は
前
記
の
様

に
一
六
七
八
年
版
の
タ
イ
ト
ル
・
ベ

J
ジ
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
の
末
尾
サ
三
加
廿
四
加
は
手
紙
と
附
録
と
目
録
で
あ
る
が
、
附

録
と
し
て
は
ピ
ン
ト
1
の
放
行
地
闘
が
掲
げ
ら
れ
、
叉
挿
入
さ
れ
た
挿
織
は
グ

ラ
ビ
ア
版
廿
四
枚
、
原
色
版
十
二
枚
で
筆
鹿
を
極
め
、
中
数
枚
に
は
往
時
の
日

本
風
俗
を
葺
い
た
所
謂

E
o
g
g
即
扉
風
も
見
ら
れ
る
。

以
上
が
複
製
さ
れ
た
ピ
ン
ト
i

「
放
浪
記
」
の
概
要
で
あ
る
。

出
向
ポ
ル
ト
ガ
ル
公
使
館
の
指
数
に
よ
る
と
、
リ
ス
ポ
ン
の

F
2
5江
田
切
帥
吋
国
同
・

何
日
円
阻
害
態
設
行
の
英
謬
附
き
の
「
放
浪
記
」
司
叩
円
叩
開
門
吉
田
明
白
伺
曲
四

2
2曲
師
骨

同吋開門ロ叫
O

冨
叩

E
g
同M
E
S
が
あ
る
が
未
だ
入
手
に
至
ら
な
い
。

課

注

漢

書

刑

法

志

内

智

雄

E撃

法

図

昭
和
三
十
三
年
六
月

ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
同
志
社
東
方
文

化
講
座
委
員
舎
刊

潟
県
五
葉
序
二
頁
凡
例
二
頁

本
文
八
六
頁
索
引
九
頁
英
文

序
・
凡
例
四
頁

二
千
字
た
ら
ず
の
嘗
用
漢
字
が
制
定
さ
れ
、
新
し
い
仮
名
づ
か
い
が
行
わ
れ

て
い
る
現
在
、
高
等
暴
校
程
度
の
教
育
を
・
つ
け
た
者
に
は
、
激
石
の
作
品
で
す

ら
筒
皐
に
は
こ
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
園
の
古
典
||
所
謂
漢
文

l
!の

讃
解
カ
は
も
と
よ
り
、
故
事
・
故
貧
等
に
関
す
る
常
識
な
ど
に
お
よ
ぶ
ま
で
、

甚
だ
心
も
と
な
い
能
力
し
か
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ

う
い
う
教
育
制
度
の
現
朕
に
お
い
て
は
、
彼
等
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
漢
文
を

噛
み
く
だ
い
て
や
る
と
い
う
鯨
謬
・
注
樟
の
仕
事
が
、
専
門
家
の
仕
事
の
中
で

大
き
な
場
所
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
謬
文
は
、
従

来
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
漢
文
直
謬
体
で
は
五
十
歩
百
歩
で
、
こ
の
目
的
を
達

し
た
と
は
い
い
難
い
。
と
い
っ
て
口
語
誇
に
す
る
と
き
、
ど
の
て
い
ど
ま
で
意

霧
す
べ
き
で
あ
る
か
は
一
概
に
定
め
が
た
く
、
こ
こ
に
評
者
の
は
か
り
知
れ
な

い
苦
心
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
認
者
も
「
原
文
の
語
調
や
表
現
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
な
ど
を
保
存
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
正
確
か
つ
不
易
な
日
本
語
と
し

-111-
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て
裸
出
す
る
こ
と
に
努
め
」
ら
れ
、
「
す
く
な
か
ら
ぬ
苦
労
」
を
さ
れ
た
と
い

う
。
謀
者
は
内
田
智
雄
氏
を
中
心
に
重
津
俊
郎
・
西
田
太
一
郎
・
卒
中
苓
次

・

森
三
樹
三
郎
・
守
屋
美
都
維
の
諸
氏
で
、
謬
注
の
原
案
を
も
と
に
共
同
討
論
争
」

行
い
、
削
除
修
正
を
加
え
て
、
納
得
の
ゆ
く
ま
で
検
討
し
、
更
に
未
定
稿
を

「
同
志
社
法
鬼
平
」
に
分
載
し
て
他
の
意
見
を
き
く
と
い
う
極
め
て
慎
重
な
方
法

で
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
謬
者
の
意
図
さ
れ
た
と
お
り
、
不
易
で
、
し
か
も

よ
く
練
ら
れ
た
正
確
な
表
現
を
も
っ
て
-
謬
出
さ
れ
て
お
り
、
あ
の
難
解
な
刑
法

志
が
、
か
く
も
流
暢
な
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
本
書
の
功

績
と
し
て
ま
ず
第
一
に
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
二
に
指
を
折
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
本
書
に
よ
っ
て
刑
法
志
と
い

う
も
の
が
、
我
が
闘
で
初
め
て
翻
課
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
正
史
の
翻
諜
と
し

て
は
古
く
史
記
が
あ
り
、
ま
た
近
年
小
竹
文
夫
・
武
夫
雨
氏
に
よ
っ
て
新
し
く

課
出
さ
れ
て
い
る
し
、
食
貨
志
の
評
注
は
加
藤
繁
博
士
や
和
田
清
博
土
等
に
よ

っ
て
戦
前

・
戦
後
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
ま
た
練
士
山
倭
人
侍
等
の
日
本
に
閥
す
る

正
史
の
記
載
の
静
注
も
石
原
道
博
氏
等
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
、
東
洋
史
家
は
も

と
よ
り
、
ひ
ろ
く
日
本
史
家
や
一
般
讃
書
人
を
も
金
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
と
刑
法
志
に
附
す
る
限
り
そ
の
例
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
正

史
の
最
初
の
刑
法
志
で
あ
り
、
太
古
か
ら
前
漢
末
ま
で
の
刑
罰
や
刑
法
を
歴
史

的
に
総
括
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
爾
後
の
歴
代
正
史
の
刑
法
士
山
や
刑
問
志
の
先

縦
を
な
す
」
漢
書
刑
法
志
が
邦
課
さ
れ
た
こ
と
は
、
ひ
と
り
刑
法
志
の
み
な
ら

ず
、
中
閣
の
法
史
料
の
翻
認
の
先
縦
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
東
洋
史
皐
界

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
法
制
史
闘
争
界
に
お
い
て
剖
目
す
べ
き
事
業
で
あ
る
。
漢

書
刑
法
士
山
は
、
そ
の
中
に
漢
時
代
の
法
史
料
が
す
べ
て
盛
ら
れ
て
い
る
と
い
う

も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
具
般
的
な
漢
代
の
法
史
料
は
刑
法
志
以
外
に

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
い
。
漢
書
刑
法
志
の
償
値
は
、
具
値
的
な
法

史
料
よ
り
も
か
え
っ
て
法
思
想
の
史
料
に
富
ん
で
お
り
、

ぞ
れ
が
中
闘
の
俸
統

的
な
思
想
と
極
め
て
密
接
な
閥
係
が
あ
る
貼
に
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
黙
か
ら
考

え
て
、
認
者
の
顔
ぶ
れ
は
誠
に
期
待
し
得
る
最
高
の
メ

ン
バ
ー
と
い
う
べ
き
で
、

我
々
は
そ
の
評
注
に
十
二
分
の
信
頼
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
番
目
に
、
本
書
の
特
色
と
し
て
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
l
ク
の
問
題
が
あ

る
。
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
五
葉
の
寓
員
は、

景
祐
本
・
湖
北
提
翠
茶
盟
司
刊
淳

照
本
・
劉
一冗
起
刊
慶
元
本

・
白
鷺
洲
書
院
刊
嘉
定
本

・
及
び
静
一楽
堂
文
庫
識
の

宋
刊
元
修
本
の
書
影
で
あ
る
が
、
底
本
は
汲
古
関
本

(
草
稿

注
本
)
と
し
、

前
記
の
う
ち
宋
刊
元
修
本
を
除
く
四
本
に
南
監
本
と
殿
本
と
を
加
え
て
七
つ
の

テ
キ
ス
ト
の
聞
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
よ
り
正
し
い
テ
キ
ス
ト
を
得

ょ
う
と
す
る
努
力
は
、
事
究
と
し
て
蛍
然
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る

が
、
地
味
な
校
合
の
仕
事
は
言
、つ
は
易
い
が
な
か
な
か
寅
行
し
に
く
い
も
の
で
、
一

特
に
稀
被
害
上
杉
家
磁
の
腿
元
本
を
始
め
善
本
を
多
く
集
め
て
な
さ
れ
た
校
合
田

は
、
本
蓄
が
最
初
に
の
ベ
た
詳
文
の
不
易
さ
を
狙
っ
た
の
と
は
別
に
、
準
間
的
一

な
高
さ
を
も
ね
ら
っ
た
業
蹟
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
我
々
は
本
書
に
よ
っ
て、

漢
書
刑
法
志
の
誇
注
を
持
っ
と
同
時
に
、
そ
の
校
本
を
も
持
ち
え
た
黙
で
も
高

〈
評
僚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
に
は
こ
う
い
う
平
易
で
流
暢
な
詩
文
と
い
う
啓
表
的
な
面
と
、
校
本
を

作
り
、
正
確
な
日
本
語
に
却
押
す
る
と
い
う
串
間
的
な
面
と
の
雨
面
が
あ
る
が、

そ
の
二
つ
の
性
格
が
も
っ
矛
盾
し
た
面
を
や
や
露
わ
し
た
個
所
を
見、
つ
け
る
。

そ
れ
は
そ
の
注
稼
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
高
租
以
下
漢
の
天
子
は、

天
子

の
代
歎
と
そ
の
在
位
年
数
と
の
み
が
注
記
さ
れ
、
中
に
は
三
度
に
わ
た
っ
て
同

じ
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
程
度
の
注
を
必
製
と
す
る
讃
者
な
ら
ば
、
始

皇
帝
に
刑
判
し
で
も
注
が
い
る
だ
ろ
う
し
、
楚
の
昭
王
は
勿
論
、
賛
の
桓
公
、
晋

の
文
公
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

彰
越
に
注
を
輿
え
る
の
な
ら
ば
、
陸
班
員
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-
官
邸
食
其
に
も
要
る
し
、
韓
信
に
相
蛍
な
注
が
つ
い
て
い
る
以
上
、
張
良
・
粛

何
に
説
明
が
な
い
こ
と
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
が
刑
法
士
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
れ
ば
、
こ
の
三
人
の

う
ち
で
は
、
韓
信
よ
り
は
九
章
律
を
作
っ
た
驚
何
に
注
を
輿
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
筈
で
あ
る
し
、
彰
越
な
ど
よ
り
は
、
傍
章
十
八
篇
を
作
っ
た
と
い
う
叔
孫
通

の
方
が
法
制
史
的
に
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
従
っ
て
本
番
の
瞥
豪
的
な
牢
面
か

ら
い
え
ば
は
な
は
だ
不
親
切
な
注
だ
と
い
え
る
。

一
方
、
事
問
的
な
半
面
か
ら
い
え
ば
、
例
え
ば
文
帝
即
位
十
三
年
に
肉
刑
を

綴
止
し
て
城
旦
春
刑
や
答
刑
に
か
え
る
個
所
な
ど
に
、
漠
奮
儀
そ
の
他
の
関
連

資
料
を
注
記
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
注

は
、
「
煩
雑
な
注
律
家
の
諸
説
を
羅
列
す
る
の
を
や
め
て
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も

安
嘗
だ
と
考
え
た
注
や
解
揮
を
簡
明
に
附
記
し
た
」
と
あ
る
か
ら
、
漢
書
の
諸

注
に
つ
い
て
す
ら
し
か
り
と
す
れ
ば
、
い
わ
ん
や
他
の
資
料
を
注
記
す
る
こ
と

は
、
煩
雑
を
さ
け
る
と
い
う
本
書
の
方
針
に
は
そ
わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
個
所
な
ど
は
漢
の
制
労
働
刑
を
考
え
る
と
き
に
は
必
ず
問
題
に
な
る

の
で
あ
り
、
げ
ん
に
潰
口
霊
園
氏
の
一
遠
の
研
究
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

参
照
論
文
を
あ
げ
る
の
も
一
法
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
も
煩
雑
と
あ
ら
ば
、
解
題

を
つ
け
て
刑
法
志
の
諸
問
題
を
あ
げ
文
献
表
を
附
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

本
書
が
解
題
を
飲
く
と
い
う
こ
と
は
、
瞥
蒙
的
な
面
か
ら
い
っ
て
も
畢
問
的

白

な
函
か
ら
い
っ
て
も
惜
し
い
こ
と
で
、
こ
れ
だ
け
の
翻
需
を
さ
れ
る
謬
者
遣
の

漢
書
刑
法
士
山
に
劃
す
る
見
識
を
う
か
が
い
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
甚
だ
残
念
で

あ
る
。い

ま
ひ
と
つ
、
私
の
率
直
な
讃
後
感
を
い
え
ば
、
あ
れ
だ
け
難
解
な
刑
法
士
山

に
射
し
て
、
一
つ
の
謬
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
序

文
に
若
干
の
個
所
に
つ
い
て
の
少
数
者
の
異
見
は
割
愛
し
た
旨
が
し
る
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
本
書
の
性
質
上
や
む
を
得
ぬ
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
方
針

自
体
が
確
か
に
一
つ
の
ゆ
き
方
で
あ
る
が
、
私
の
個
人
的
希
望
と
し
て
は
、
少

数
意
見
を
も
う
か
が
い
た
か
っ
た
。
多
く
の
注
の
中
で
何
故
こ
の
注
を
え
ら
ぶ

か
と
い
う
こ
と
は
串
間
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
剣
所
の
判
決
に
は

少
数
意
見
も
公
表
さ
れ
る
。
最
高
の
ス
タ

ァ
フ
が
集
つ
て
な
さ
れ
る
評
注
で
あ

れ
ば
、
少
数
意
見
も
ま
た
傘
重
す
べ
き
で
あ
る
。
古
典
の
誇
注
は
、
意
見
が
わ

か
れ
る
方
が
む
し
ろ
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
少
数
意
見
の
注

記
こ
そ
、
事
問
的
な
一
面
か
ら
の
本
書
の
性
格
を
一
一
層
高
め
る
も
の
で
あ
る
と

信
ず
る
。

灰
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ス
タ

ッ
フ
は
ひ
き
つ
づ
き
晋
書
刑
法
志

の
謬
注
を
始
め
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
今
後
刑
法
志
の
み
な
ら
ず
、
中
園
法

律
史
料
の
翻
誇
が
績
刊
さ
れ
る
事
を
大
い
な
る
期
待
を
も
っ
て
鶴
首
し
て
い
る

旨
を
記
し
、
蕪
雑
な
書
評
を
終
え
た
い
。
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