
歷
史
其
儘
と
歷
史
離
れ

森

鷗
外

わ
た
く
し
の

ち
か近
ご
ろ頃

書
い
た
、
歷
史
上
の
人
物
を
取
り
扱
つ
た
作
品
は
、
小
說
だ
と
か
、
小
說
で
な
い

と
か
云
つ
て
、
友
人
間
に
も
議
論
が
あ
る
。
し
か
し

い
は
ゆ
る

所
謂norm

ativ

な
美
學
を
奉
じ
て
、
小
說
は
か
う

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
學
者
の
少
く
な
つ
た
時
代
に
は
、
此
判
斷
は
な
か
〳
〵
む
づ
か
し
い
。
わ
た

く
し
自
身
も
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
中
で
、
材
料
を
觀
照
的
に

み看
た
程
度
に
、
大
分
の
相
違
の
あ
る
の

を
知
つ
て
ゐ
る
。
中
に
も
「

く
り栗
や
ま山
だ
い大
ぜ
ん膳

」
は
、
わ
た
く
し
の
す
ぐ
れ
な
か
つ
た
健
康
と

せ
は忙

し
か
つ
た

き
や境　
う
が
い

界
と
の
た
め
に
、ほ

と
ん殆ど

單
に
筋
書
を
し
た
の
み
の
物
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
を
太
陽
の
某
記

者
に
わ
た
す
時
、
小
說
欄
に
入
れ
ず
に
、
雜
錄
樣
の
も
の
に
交
ぜ
て
出
し
て
貰
ひ
た
い
と
云
つ
た
。
某

は
そ
れ
を
承
諾
し
た
。
さ
て
そ
れ
が
例
に
な
く
わ
た
く
し
の
校
正
を
經
ず
に
、
太
陽
に
出
た
の
を
見
れ

ば
、
總
ル
ビ
を
振
つ
て
、
小
說
欄
に
入
れ
て
あ
る
。

こ
と殊

に
其
ル
ビ
は
數
人
で
手
分
を
し
て
振
つ
た
も
の
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と
見
え
て
、
二
三
ペ
エ
ジ

ご
と每

に
變
つ
て
ゐ
る
。
鐵
砲

が
し
ら頭

が
鐵
砲
の
か
み
に
な
つ
た
り
、

ま

て

ら

左
右
良
の
城

が
さ
う
ら
の
城
に
な
つ
た
り
し
た
處
の
あ
る
の
も
、
是
非
が
な
い
。

さ
う
し
た
行
違
の
あ
る
栗
山
大
膳
は
除
く
と
し
て
も
、
わ
た
く
し
の
前
に
言
つ
た
類
の
作
品
は
、

た
れ誰

の
小
說
と
も
違
ふ
。
こ
れ
は
小
說
に
は
、
事
實
を
自
由
に
取
捨
し
て
、

ま
と纏

ま
り
を
附
け
た

あ
と迹

が
あ
る

習
で
あ
る
に
、
あ
の
類
の
作
品
に
は
そ
れ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
だ
つ
て
、
こ
れ
は
脚
本
で

は
あ
る
が
「

に
ち
れ
ん
し
や
う
に
ん
つ
じ
ぜ
つ
ぽ
ふ

日
蓮
上
人
辻
說
法
」
を
書
く
時
な
ぞ
は
、
ず
つ
と
後
の
立
正
安
國
論
を
、
前
の

か
ま鎌
く
ら倉

の

辻
說
法
に

た疊ゝ
み
込
ん
だ
。
か
う
云
ふ
手
段
を
、
わ
た
く
し
は
近
頃
小
說
を
書
く
時
全
くし

り
ぞ斥け

て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

な
ぜ
さ
う
し
た
か
と
云
ふ
と
、
其
動
機
は
簡
單
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
史
料
を
調
べ
て
見
て
、
其
中

にう
か窺ゞ

は
れ
る
「
自
然
」
を
尊
重
す
る
念
を
發
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
をみ

だ
り猥に

變
更
す
る
の
が

い
や厭

に
な
つ

た
。
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
又
現
存
の
人
が
自
家
の
生
活
を
あ
り
の

ま儘ゝ
に
書
く
の
を
見

て
、
現
在
が
あ
り
の
儘
に
書
い
て
好
い
な
ら
、
過
去
も
書
い
て
好
い

は
ず筈

だ
と
思
つ
た
。
こ
れ
が
二
つ
で

あ
る
。

わ
た
く
し
の
あ
の
類
の
作
品
が
、
他
の
物
と
違
ふ
點
は
、
巧
拙
は
別
と
し
て
種
々
あ
ら
う
が
、
其
中

核
は
右
に

の陳
べ
た
點
に
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
思
ふ
。

友
人
中
に
は
、
他
人
は
「
情
」
を
以
て
物
を
取
り
扱
ふ
の
に
、
わ
た
く
し
は
「
智
」
を
以
て
取
り
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歷史其儘と歷史離れ

扱
ふ
と
云
つ
た
人
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
作
品
全
體
に
渡
つ
た
事
で
、
歷
史
上
人
物

を
取
り
扱
つ
た
作
品
に
限
つ
て
は
ゐ
な
い
。
わ
た
く
し
の
作
品
は
槪
し
てdionysisch

で
な
く
つ
て
、

apollinisch

な
の
だ
。
わ
た
く
し
は
ま
だ
作
品
をdionysisch

に
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
た
こ
と
は
な

い
。
わ
た
く
し
が
多
少
努
力
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
只
觀
照
的
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る

努
力
の
み
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
歷
史
の
「
自
然
」
を
變
更
す
る
こ
と
を

き
ら嫌

つ
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
歷
史
に
縛
ら
れ
た
。

わ
た
く
し
は
此い

ま
し
め

縛
の
下
に

あ
へ喘

ぎ
苦
ん
だ
。
そ
し
て
こ
れ
を
脫
せ
よ
う
と
思
つ
た
。

ま
だ
弟
篤
二
郞
の
生
き
て
ゐ
た
頃
、
わ
た
く
し
は
種
々
の
流
派
の
短
い
語
物
を
集
め
て
見
た
こ
と
が

あ
る
。
其
中
に

あ
は粟

の
鳥
を

お逐
ふ
女
の
事
が
あ
つ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
一
幕
物
に
書
き
た
い
と
弟

に
言
つ
た
。
弟
は
出
來
た
ら
成
田
屋
に
さ
せ
る
と
云
つ
た
。
ま
だ
團
十
郞
も
生
き
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

粟
の
鳥
を
逐
ふ
女
の
事
は
、

さ
ん山
せ
う椒
だ
い大
ふ夫

傳
說
の
一
節
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
昔
手
に
取
つ
た
儘
で

棄
て
た
一
幕
物
の
企
を
、
今
單
篇
小
說
によ

み
が
へ

蘇
ら
せ
よ
う
と
思
ひ
立
つ
た
。
山
椒
大
夫
の
や
う
な
傳
說

は
、
書
い
て
行
く
途
中
で
、
想
像
が
道
草
を
⻝
つ
て
迷
子
に
な
ら
ぬ
位
の
程
度
に
筋
が
立
つ
て
ゐ
る
と

云
ふ
だ
け
で
、
わ
た
く
し
の

た
ど辿

つ
て
行
く
絲
に
は
人
を
縛
る
强
さ
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
傳
說
其
物
を

も
、
餘
り

く
は精

し
く
探
ら
ず
に
、
夢
の
や
う
な
物
語
を
夢
の
や
う
に
思
ひ
浮
べ
て
見
た
。

昔
む

つ
陸
奧
に

い
は
き
の
は
ん
ぐ
わ
ん

磐
城
判
官
正
氏
と
云
ふ
人
が
あ
つ
た
。
永
保
元
年
の
冬
罪
が
あ
つ
て

つ
く筑
し紫

安
樂
寺
へ
流
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さ
れ
た
。
妻
は
二
人
の
子
を
連
れ
て
、

い
は岩
し
ろ代

の
し
の
ぶ
ご
ほ
り

信
夫
郡
に
ゐ
た
。
二
人
の
子
は
姊
を
あ
ん
じ
ゆ
と
云

ひ
、
弟
を
つ
し
王
と
云
ふ
。
母
は
二
人
の
育
つ
の
を
待
つ
て
、
父
を
尋
ね
に
旅
立
つ
た
。

ゑ
ち越
ご後

の
直
江

の
浦
に
來
て
、
應
化
の
橋
の
下
に
寢
て
ゐ
る
と
、
そ
こ
へ
山
岡
大
夫
と
云
ふ
人
買
が
來
て
、
だ
ま
し

て
舟
に
載
せ
た
。
母
子
三
人
に
、
う
ば
竹
と
云
ふ
老
女
が
附
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
沖
に

こ漕
ぎ

出
し
て
、
山
岡
大
夫
は
母
子
主
從
を
二
人
の
船
頭
に
分
け
て
賣
つ
た
。
一
人
は
佐
渡
の
二
郞
で
母
と

う
ば
竹
と
を
買
つ
て
佐
渡
へ
往
く
。
一
人
は
宮
崎
の
三
郞
で
、
あ
ん
じ
ゆ
と
つ
し
王
と
を
買
つ
て
丹

後
の
由
良
へ
往
く
。
佐
渡
へ
渡
つ
た
母
は
、
舟
で
入
水
し
た
う
ば
竹
に
離
れ
て
、
粟
の
鳥
を
逐
は
せ

ら
れ
る
。
由
良
に
着
い
た
あ
ん
じ
ゆ
、
つ
し
王
は
山
椒
大
夫
と
云
ふ
も
の
に
買
は
れ
て
、
姊
は

し
ほ汐

を
汲

ま
せ
ら
れ
、
弟
は

し
ば柴

を
か苅

ら
せ
ら
れ
る
。
子
供
等
は
親
を
慕
つ
て
逃
げ
よ
う
と
し
て
、
額
に

ら
く烙
い
ん印

を
せ

ら
れ
る
。
姊
が
弟
を
逃
が
し
て
、
跡
に
殘
つ
て
責
め
殺
さ
れ
る
。
弟
は
中
山
國
分
寺
の
僧
に
救
は
れ

て
、
京
都
に
往
く
。
淸
水
寺
で
、
つ
し
王
は
梅
津
院
と
云
ふ
貴
人
に

あ逢
ふ
。
梅
津
院
は
七
十
を
越
し
て

子
が
な
い
の
で
、
子
を
授
け
て
貰
ひ
た
さ
に
參
籠
し
た
の
で
あ
る
。

つ
し
王
は
梅
津
院
の
養
子
に
せ
ら
れ
て
、

む
つ
の

陸
奧

か
み守

兼
丹
後
守
に
な
る
。
つ
し
王
は
佐
渡
へ
渡
つ
て
母

を
連
れ
戾
し
、
丹
後
に
入
つ
て
山
椒
大
夫
を
竹
のの

こ
ぎ
り

鋸
で

ひ挽
き
殺
さ
せ
る
。
山
椒
大
夫
に
は
太
郞
、
二

郞
、
三
郞
の
三
人
の
子
が
あ
つ
た
。
兄
二
人
は
つ
し
王
を
い
た
は
つ
た
の
で
助
命
せ
ら
れ
、
末
の
三
郞

は
父
と
共
にし

へ
た虐け

た
の
で
殺
さ
れ
る
。
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
知
つ
て
ゐ
る
傳
說
の
筋
で
あ
る
。
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わ
た
く
し
は
お
ほ
よ
そ
此
筋
を
辿
つ
て
、
勝
手
に
想
像
し
て
書
い
た
。
地
の
文
は
こ
れ
ま
で
書
き

慣
れ
た
口
語
體
、
對
話
は
現
代
の
東
京
語
で
、
只
山
岡
大
夫
や
山
椒
大
夫
の

こ
う口
ふ
ん吻

に
、
少
し
古
び
を

附
け
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
歷
史
上
の
人
物
を
扱
ふ
癖
の
附
い
た
わ
た
く
し
は
、
ま
る
で
時
代
と

云
ふ
も
の
を
顧
み
ず
に
書
く
こ
と
が
出
來
な
い
。
そ
こ
で
調
度
や
な
ん
ぞ
は
手
近
に
あ
る

わ
み和
や
う名
せ
う抄

に

あ
る
名
を
使
つ
た
。
官
名
な
ん
ぞ
も
古
い
の
を
使
つ
た
。
現
代
の
口
語
體
文
に
所
々
古
代
の
名
詞
が

は
さ插

ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
時
代
をな

い
が
し
ろ

蔑
に
し
た
く
な
い
所
か
ら
、
わ
た
く
し
は
物
語
の

と
し年
だ
て立

を
し
た
。す

な
は卽ち

、
永
保
元
年
に

た
く謫

せ
ら
れ
た
正
氏
が
、
三
歲
の
あ
ん
じ
ゆ
、
當
歲
の
つ
し
王
を
殘

し
て
置
い
た
と
し
て
、
全
篇
の
出
來
事
を
、
あ
ん
じ
ゆ
が
十
四
、
十
五
に
な
り
、
つ
し
王
が
十
二
、
十

三
に
な
る
寬
治
六
七
年
の
間
に
經
過
さ
せ
た
。

さ
て
つ
し
王
を
拾
ひ
上
げ
る
梅
津
院
と
云
ふ
人
の
身
分
が
、
わ
た
く
し
に
は
想
像
が
附
か
な
い
、

ふ
じ
は
ら
の
も
と
ざ
ね

藤
原
基
實
が
梅
津
大
臣
と
云
は
れ
た
外
に
は
、
似
寄
の
稱
の
あ
る
人
を
知
ら
な
い
。
基
實
は
永
萬
二

年
に
二
十
四
で

こ
う薨

じ
た
の
だ
か
ら
、
時
代
も
後
に
な
つ
て
を
り
、
年
齡
も
ふ
さ
は
し
く
な
い
。
そ
こ
で

わ
た
く
し
は
寬
治
六
七
年
の
頃
、
二
度
目
に
關
白
に
な
つ
て
ゐ
た
藤
原

も
ろ師
ざ
ね實

を
出
し
た
。

其
外
、
つ
し
王
の
父
正
氏
と
云
ふ
人
の
家
世
は
、
傳
說
に

た
ひ
ら
の
ま
さ
か
ど

平
將
門
の

え
い裔

だ
と
云
つ
て
あ
る
の
を
見

た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
面
白
く
な
く
思
つ
た
の
で
、

た只ゞ
高
見
王
か
ら
筋
を
引
い
た

く
わ
ん
む

桓
武
平
氏
の
族
と

し
た
。
又
山
椒
大
夫
に
は
五
人
の
男
子
が
あ
つ
た
と
云
つ
て
あ
る
の
を
見
た
。

な
か
ん
づ
く

就
中
太
郞
、
二
郞
は
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あ
ん
壽
、
つ
し
王
を
い
た
は
り
、
三
郞
は
二
人
を
虐
け
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
い
た
は
る
側
の
人

物
を
二
人
に
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
太
郞
を

し
つ失
そ
う踪

さ
せ
た
。

こ
ん
な
に
し
て
書
き
上
げ
た
所
で
見
る
と
、

や稍ゝ
妥
當
で
な
く
感
ぜ
ら
れ
る
事
が
出
來
た
。
そ
れ
は
山

椒
大
夫
一
家
に
虐
け
ら
れ
る
に
は
、
十
三
と
云
ふ
つ
し
王
が
年
齡
も
ふ
さ
は
し
か
ら
う
が
、
國
守
に
な

る
に
は
い
か
が
は
し
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
し
か
し
つ
し
王
に
京
都
で
身
を
立
て
さ
せ
て
、
何
年
も
父

母
を
顧
み
ず
に
ゐ
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
さ
せ
る
動
機
を
求
め
る
の
は
、
餘
り
困
難
で

あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
十
三
歲
の
國
守
を
作
る
こ
と
を
も
、
藤
原
氏
の
無
際
限
な
權
力
に
委
ね
て

し
ま
つ
た
。
十
三
歲
の
元
服
は

も
ち勿
ろ
ん論

早
過
ぎ
は
し
な
い
。

わ
た
く
し
が
山
椒
大
夫
を
書
い
た
樂
屋
は
、
無
遠
慮
に
ぶ
ち
ま
け
て
見
れ
ば
、
ざ
つ
と
こ
ん
な
物
で

あ
る
。
傳
說
が
人
買
の
事
に
關
し
て
ゐ
る
の
で
、
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
奴
隸
解
放
問
題
な
ん
ぞ
に
觸
れ

た
の
は
、
已
む
こ
と
を
得
な
い
。

と兎
に

か
く角

わ
た
く
し
は
歷
史
離
れ
が
し
た
さ
に
山
椒
大
夫
を
書
い
た
の
だ
が
、
さ
て
書
き
上
げ
た
所
を

見
れ
ば
、
な
ん
だ
か
歷
史
離
れ
が
し
足
り
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
正
直
な
吿
白
で

あ
る
。

（
大
正
四
年
一
月
）
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