
東
洋
史
談
話
會
講
演
概
要

　
　
　
　
　

尼
格
尼
敦
考

　
　
　
　

石
演
純
太
郎

　
　
　
　

元
朝
秘
史
巻
一
に
蒙
古
の
先
世
を
列
叙
せ
る
中
に
也
客
祢
敦

　
　
　

と
云
ふ
が
あ
り
、
之
を
蒙
古
源
流
雀
二
に
録
す
る
所
と
對
比
す

　
　
　

る
と
尼
格
尼
敦
に
相
営
す
る
。
那
珂
通
世
博
士
は
成
吉
１
　
汗
賓

　
　
　

録
に
注
し
て
、
「
也
客
作
敦
、
謬
す
れ
ば
大
眼
、
蒙
古
源
流
に
は

　
　
　

尼
格
尼
敦
、
謬
す
れ
ば
狽
眼
、
下
の
都
蛙
謳
諮
兄
と
混
れ
た
る
に

　
　
　

似
た
り
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
也
客
が
瓜
っ
て
尼
格
に
篤
っ
た

　
　
　

の
は
言
語
文
字
の
上
か
ら
も
誼
明
さ
れ
る
と
思
ふ
。
濁
眼
を
意

　
　
　

味
す
る
な
れ
ば
尼
根
尼
敦
と
古
く
は
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、

　
　
　

今
尼
格
と
あ
る
の
は
也
客
か
ら
貌
っ
た
か
ら
だ
ら
う
。
こ
れ
そ

　
　
　

の
Ｉ
。
也
客
と
尼
格
の
蒙
古
字
眼
は
極
め
て
よ
く
似
て
ゐ
る
。

　
　
　

殊
に
無
圏
粘
の
古
眼
で
あ
っ
た
た
ら
倚
更
で
あ
る
。
叉
秘
史
蒙

　
　
　

文
の
語
頭
の
也
が
多
く
伊
昔
と
た
る
事
は
余
が
嘗
て
論
じ
た
所

　
　
　

で
あ
る
が
（
東
亜
研
究
第
六
巻
第
八
琥
元
朝
秘
史
蒙
文
札
記
）
、

　
　
　

そ
れ
た
ら
ば
勁
よ
く
誤
り
易
い
わ
け
で
あ
る
。
是
れ
そ
の
二
で

Ｊ
″

　
　

あ
る
ｏ

　

尼
格
尼
敦
が
誤
り
で
あ
る
事
は
回
教
徒
文
献
か
ら
も
詮
せ
ら

れ
る
。
ド
ー
ソ
ン
の
蒙
古
史
に
成
吉
思
汗
系
譜
が
註
第
三
と
し

て
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
系
譜
は
「
拉
施
特
並
に
高
貴
系
譜

に
抹
る
」
と
注
さ
れ
て
ゐ
る
。
余
は
所
抹
の
用
書
を
參
照
し

得
な
い
の
で
あ
る
が
、
ド
ー
ソ
い
の
系
譜
に
よ
る
と
正
し
く

Ｙ
ｅ
ｃ
ａ
-
Ｎ
ｉ
ｄ
ｏ
ｕ
ｎ
と
出
て
ゐ
る
。
秘
史
の
也
客
拡
敦
と
合
す
る
。

今
余
が
掠
っ
て
引
い
た
ド
ー
ソ
ン
は
一
八
二
四
年
巴
里
刊
の
初

版
本
で
あ
る
。
一
八
三
四
年
の
/
■
　
_
グ
ー
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
再

版
本
は
見
る
を
得
な
い
の
で
分
ら
な
い
が
、
一
八
五
二
年
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
土
二
版
本
で
は
此
れ
が
Ｎ
ｉ
ｇ
ｕ
ｅ
-
Ｎ
ｉ
ｄ
ｏ
ｕ
ｎ
と
な
っ
て

ゐ
る
。
考
ふ
る
に
三
版
本
系
譜
で
は
蒙
古
源
流
の
異
名
は
括
弧

を
以
て
之
を
附
添
し
て
ゐ
る
の
で
。
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ

ン
も
エ
カ
ユ
ド
″
に
附
し
て
あ
っ
た
原
稿
本
か
ら
印
刷
に
附
し

た
際
に
誤
っ
て
元
の
エ
カ
ユ
ド
ン
を
脆
落
し
て
こ

其
位
地
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
従
っ
て
回
教

徒
文
献
は
元
朝
秘
史
と
同
じ
く
也
客
作
敦
で
あ
る
の
だ
。
田
中

葦
一
郎
博
士
の
ド
ー
ソ
ン
謬
本
は
明
治
四
十
二
年
富
山
房
本
、

-95-



ぬ

　
　

昭
和
八
年
三
田
史
學
會
本
、
昭
和
十
二
年
岩
波
文
庫
本
、
共
に

　
　
　

「
也
客
慄
敦
Ｎ
ｉ
ｇ
ｕ
ｅ
-
Ｎ
ｉ
ｄ
ｏ
ｕ
ｎＪ
と
し
て
あ
っ
て
原
文
と
謬
語
と

　
　
　

一
致
せ
す
、
讃
者
を
し
て
迷
は
し
む
る
も
の
が
あ
・
る
。
田
中
博

　
　
　

士
の
譚
本
は
ド
ー
ソ
ン
一
八
五
二
年
水
を
底
木
と
す
る
も
の
で

　
　
　

あ
る
か
ら
尼
格
尼
敦
と
し
て
原
文
に
Ｉ
致
せ
し
む
べ
き
も
の
で

　
　
　

あ
る
。

　
　
　
　

蒙
古
源
流
の
尼
格
尼
敦
は
誤
り
で
あ
る
が
ご

　
　
　

誤
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
固
り
シ
こ
乞

　
　
　

ト
の
譚
注
本
、
ポ
ポ
フ
の
蒙
古
文
學
講
本
、
な
ど
の
蒙
古
原
文

　
　
　

は
皆
Ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
-
Ｎ
ｉ
ｄ
ｕ
ｎ
に
作
っ
て
あ
る
が
、
こ
の
底
本
既
に
誤

　
　
　

っ
て
ゐ
た
ん
で
な
か
ら
う
か
。
ア
ル
タ
ン
ー
ト
プ
チ
は
薩
獲
徹

　
　
　

辰
が
抹
る
所
の
七
史
の
一
で
あ
る
と
余
は
信
す
る
も
の
で
あ
る

　
　
　

が
、
こ
れ
に
は
也
客
作
敦
で
あ
っ
て
、
尼
格
尼
敦
で
は
な
い
。

　
　
　

余
は
ガ
ル
ザ
ン
ー
ゴ
ム
ボ
エ
フ
校
刊
本
を
見
な
い
が
、
ポ
ス
ト

　
　
　

ネ
エ
フ
蒙
古
文
學
講
本
所
収
に
よ
っ
た
。
是
れ
そ
の
一
差
。
ジ

　
　
　

グ
ー
メ
ー
ナ
ム
・
ヵ
の
蒙
古
佛
教
史
は
蒙
古
源
流
に
依
抹
す
る
所

　
　
　

多
き
は
著
者
自
ら
が
記
す
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
■
７
＾
　
　
Ｙ
ｅ
ｈ
ｅ

　
　
　

Ｎ
ｉ
ｄ
ｕ
ｎ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
フ
ー
ト
校
刊
本
に
よ
う
た
。

　
　
　

是
れ
そ
の
二
差
。
こ
の
二
讃
を
以
て
す
る
と
、
源
流
原
本
は
必

　
　
　

す
や
也
客
作
敦
、
源
流
漢
譚
の
例
に
よ
れ
ば
伊
克
尼
敦
で
あ
っ

た
ら
う
。
そ
れ
が
文
字
の
類
似
の
篤
め
に
下
文
の
額
の
中
に
一

眼
あ
る
多
斡
索
和
爾
に
牽
か
れ
て
尼
格
尼
敦
と
誤
り
讃
ま
れ
、

終
に
現
行
源
流
の
如
く
な
っ
た
も
の
と
思
ふ
。

　
　

晋
の
南
渡
と
招
魂
葬
議

　
　

宮
川
恂
志

　
　
　
　

丿
支
那
佛
敦
興
起
の
事
情
の
一
考
察
―

　

東
洋
史
上
、
古
代
・
中
世
の
分
岐
勁
を
た
す
と
考
へ
ら
る
べ

き
永
嘉
の
喪
既
に
於
て
、
横
死
し
た
死
者
を
、
安
全
な
地
へ
避

難
し
た
血
縁
の
者
が
埋
葬
す
る
の
に
、
遺
骸
を
獲
る
能
は
す
、

止
む
な
く
魂
を
招
き
こ
れ
を
墓
に
蔵
め
る
と
い
ふ
「
招
魂
葬
」

の
儀
贈
が
江
の
南
北
、
身
分
の
貴
賤
を
と
は
す
、
一
般
的
に
行

は
れ
た
が
、
束
晋
元
帝
の
時
、
朝
廷
の
儒
官
の
問
に
こ
の
儀
膿

の
富
否
が
、
會
々
東
海
王
越
妃
裴
氏
が
亡
夫
を
廣
陵
に
て
招
魂

葬
せ
ん
と
し
た
事
件
を
動
機
と
し
て
、
問
題
化
さ
れ
、
（
招
魂
葬

議
）
大
多
数
は
招
魂
葬
が
疆
典
に
見
え
ざ
る
委
巷
の
俗
な
り
と

し
て
禁
止
を
主
張
し
、
檀
は
時
代
に
因
り
改
む
べ
く
、
孝
子
の

蜻
を
達
せ
し
め
よ
と
肩
論
し
た
少
数
者
の
意
見
を
聚
倒
し
、
裴

氏
の
招
魂
葬
を
最
後
と
し
禁
断
し
犯
す
者
は
總
法
に
依
ら
ん
と

定
め
た
。
禁
Ｌ
論
者
は
聖
人
の
制
を
述
べ
、
茎
は
形
を
蔵
め
、

廟
は
６
　
を
安
ん
す
る
と
い
ふ
原
則
を
殴
し
、
祁
を
幕
に
埋
め
る
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の
非
を
責
め
る
の
で
あ
る
が
、
始
源
に
湖
り
考
へ
れ
ば
、
組
先

　
　
　

を
墓
に
葬
り
子
孫
に
對
す
る
箱
趾
を
斬
る
古
代
支
那
の
家
族
的

　
　
　

宗
教
こ
そ
、
後
来
漢
帝
國
の
政
治
理
念
と
な
っ
て
趾
會
を
維
持

　
　
　

し
た
儒
教
の
根
紙
を
な
し
、
そ
れ
に
於
て
保
路
せ
ら
れ
漢
族
の

　
　
　

傅
統
的
信
仰
を
形
成
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
亡
親
を
埋
葬
す

　
　
　

る
こ
と
は
無
上
命
令
で
あ
る
。
廟
制
の
形
式
等
こ
そ
儒
者
の
空

　
　
　

論
で
漢
代
訓
詰
學
者
は
か
Ｘ
る
煩
頂
の
微
式
に
拘
泥
し
、
本
来

　
　
　

の
儒
教
の
姿
を
忘
れ
、
人
心
の
形
而
上
的
要
求
は
た
め
に
儒
を

　
　
　

去
っ
て
荘
老
・
９
　
仙
思
想
に
傾
き
、
後
漢
末
三
國
の
趾
會
的
愛

　
　
　

動
は
こ
の
勢
を
助
長
し
遂
に
五
胡
の
衝
撃
に
よ
り
支
那
古
代
儒

　
　
　

教
國
家
は
こ
Ｘ
に
壊
滅
し
た
。
こ
Ｘ
に
腔
典
通
り
の
埋
葬
を
管

　
　
　

む
能
は
ざ
る
不
幸
な
る
、
例
外
的
な
る
べ
き
場
合
は
今
や
一
般

　
　
　

的
と
な
り
、
漢
代
的
毅
會
紐
帯
か
ら
投
げ
だ
さ
れ
た
る
、
情
、

　
　
　

帥
ち
古
来
の
民
族
信
仰
の
保
持
者
た
る
人
間
は
、
形
骸
の
み
の

　
　
　

破
典
を
無
脱
し
、
内
心
の
至
高
の
道
徳
命
令
に
よ
り
招
魂
葬
を

　
　
　

畳
ん
だ
。
漸
く
に
し
て
こ
の
混
暇
せ
る
赴
會
の
秋
序
回
復
の
た

　
　
　

め
醒
制
を
整
へ
っ
Ｘ
あ
っ
た
東
晋
及
び
五
胡
諸
國
も
矢
張
儒
教

　
　
　

を
探
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
特
に
東
晋
初
儒
家
の
熱
心
な
儒
學
振

　
　
　

興
の
蓮
動
は
第
一
着
手
に
破
典
に
な
ざ
招
魂
葬
を
禁
じ
た
。
儒

冶

　

教
は
こ
Ｘ
に
、
嘗
て
自
己
を
育
成
し
た
古
代
信
仰
を
擲
つ
こ
と

に
よ
り
、
破
律
並
重
の
法
家
的
儒
歌
に
化
し
た
。
現
賓
０
國
家

の
内
に
今
や
生
き
る
途
を
失
っ
た
古
代
信
仰
は
現
賓
を
離
れ
た

彼
岸
的
世
界
に
於
て
安
住
の
地
を
見
出
だ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ｔ

荘
清
談
も
超
現
賓
の
地
を
憧
る
ｘ
も
の
で
あ
る
が
、
今
や
か
ｘ

る
知
的
観
照
的
態
度
を
捨
て
現
前
に
展
開
す
る
未
曾
有
の
事
態

に
直
面
し
、
宗
数
的
賓
賤
を
以
て
こ
の
厭
ふ
べ
き
世
を
解
脱
し

た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
般
若
さ
観
の
員
義
は
異
剣
に
究
明
さ
れ
て

き
た
。
佛
教
は
こ
と

に
於
て
支
那
人
の
心
を
捉
へ
た
支
那
佛
教
と
な
っ
た
。
営
時
父

組
の
埋
葬
を
了
ら
ざ
る
者
に
は
任
官
を
許
さ
す
、
か
っ
招
魂
葬

を
禁
じ
て
ゐ
た
か
ら
、
’
か
く
て
朝
廷
か
ら
閉
め
出
さ
れ
、
経
済

的
に
も
靴
會
的
肥
も
こ
れ
と
對
立
す
る
豪
族
群
の
存
在
は
佛
教

教
團
に
幸
ひ
し
た
。
古
代
帝
國
に
於
け
る
宗
教
政
治
の
調
和
一

致
の
原
則
は
破
れ
、
天
子
と
貴
族
對
立
の
中
世
殿
會
に
於
て
佛

教
の
弘
通
を
見
た
。

　
　

唐
宋
時
代
に
於
け
る
禰
建
の
開
登
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北

　

山

　

康

　

夫

　

厖
建
開
疲
の
歴
史
に
つ
い
て
は
市
村
、
桑
原
雨
陣
士
和
田
清

氏
青
山
定
雄
氏
の
研
究
が
あ
る
が
夫
等
は
重
に
禰
建
の
開
狸
さ
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る
Ｘ
ま
で
の
歴
史
で
あ
る
か
、
或
は
政
治
的
文
化
的
に
観
察
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
Ｘ
に
拓
建
が
劃
期
的
な
る
開
登

を
し
た
時
代
に
於
け
る
こ
の
地
の
経
済
的
観
察
を
試
み
た
い
。

　

背
後
に
高
峻
た
る
仙
霞
嶺
山
脈
を
負
ひ
、
前
は
海
に
面
し
加

ふ
る
に
そ
の
内
部
に
は
山
岳
重
盛
す
る
禰
建
の
地
は
、
そ
の
南

方
に
あ
る
廣
東
地
方
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
開
腿
が
遅
れ
、
長
く
化

外
の
地
と
し
て
取
残
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
安
峰
山
の
大
気
に
椿
く

北
支
の
戦
気
を
避
く
る
難
民
の
進
出
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
唐

末
よ
り
五
代
を
経
て
宋
に
至
る
間
に
急
激
に
開
狸
さ
れ
全
く
支

那
化
さ
る
ｘ
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

厖
建
の
開
醍
は
奮
唐
書
所
載
の
天
賓
元
載
の
人
口
と
元
豊
九

域
志
に
見
ゆ
る
北
宋
元
豊
初
年
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
見
る
と

き
最
も
明
瞭
と
な
る
が
、
そ
の
急
激
な
る
人
口
。
増
加
は
多
く
他

地
方
か
ら
の
避
難
民
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
然
ら
ば
そ
の

間
に
於
て
禰
建
省
は
如
何
に
し
て
開
拓
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。

私
は
そ
の
一
つ
と
し
て
こ
ｘ
に
流
漑
設
備
を
と
り
挙
げ
て
見
た

い
。
即
ち
こ
０
地
方
の
海
岸
で
は
潮
流
を
防
ぐ
た
め
に
隠
・
塘
・

堵
を
設
け
、
又
内
部
地
帯
で
は
河
水
を
堰
き
と
め
或
は
之
を
洲

に
よ
っ
て
導
い
て
肢
或
は
湖
を
作
る
の
で
あ
る
。
か
ｘ
る
肢
と

湖
は
銭
塘
江
以
南
に
於
て
の
み
見
る
狽
特
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
地
形
が
甚
だ
し
く
起
伏
に
富
み
、
河
水
が
急
流
を
な
し
て

涸
れ
易
き
が
た
め
に
腿
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
對
岸
の

豪
渕
に
顕
著
な
る
婢
洲
は
賓
に
福
建
よ
り
移
住
し
た
開
族
が
こ

れ
を
そ
の
地
に
於
て
庶
用
し
た
も
の
に
外
た
ら
な
い
。
又
か
ｘ

る
濯
漑
設
備
が
唐
末
か
ら
宋
に
か
け
て
多
く
畳
ま
れ
て
ゐ
る
こ

と
は
こ
の
地
開
狸
の
過
程
を
如
賓
に
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
支

那
の
そ
の
他
の
地
方
に
於
て
も
見
る
が
如
く
、
強
鞍
な
る
生
活

力
を
も
っ
漢
人
が
孜
々
と
し
て
こ
れ
ら
の
濯
漑
設
備
を
施
す
こ

と
に
よ
っ
て
荒
蕪
地
を
美
田
と
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
民
間
有
力
者
又
は
自
治
醍
の
活

動
で
あ
る
。
印
ち
禰
建
開
狸
工
作
に
於
て
軍
に
上
述
の
濯
漑
設

備
に
止
ま
ら
す
、
橋
梁
・
築
城
・
道
路
開
設
等
に
め
ざ
ま
し
き
進

出
を
見
る
の
で
あ
る
。
頴
建
の
開
醍
が
頴
著
と
な
っ
た
の
は
時

恰
も
支
那
に
於
て
近
世
趾
會
の
成
立
し
っ
Ｘ
あ
っ
た
時
代
で
あ

る
。
唐
の
均
田
制
が
崩
壊
し
て
後
は
自
作
農
の
多
く
は
浸
落
し

て
槌
勢
家
の
下
に
隷
屡
し
た
た
め
、
國
家
は
従
来
の
如
く
自
由

に
之
を
使
役
し
得
挙
、
多
く
の
公
共
的
土
木
事
業
は
放
棄
さ
る

Ｘ
に
至
っ
た
が
、
こ
ｘ
に
國
家
に
代
っ
て
多
く
の
小
作
農
を
そ

の
傘
下
に
も
っ
民
間
有
力
者
に
よ
っ
て
、
或
は
そ
の
指
導
に
よ

っ
て
自
治
醒
の
活
動
と
な
り
、
か
ｘ
る
多
く
の
事
業
が
遂
行
せ
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ら
る
Ｘ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
観
す
る
と
き
福
建
開
腿
の

歴
史
は
叉
近
世
赴
會
の
一
世
相
を
反
映
す
る
も
の
と
い
は
な
け

れ
ば
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

北
魏
蔀
術
の
盛
衰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水

　

野

　

清

　

一

　
　
　
　

晋
末
の
混
既
に
っ
ぐ
五
胡
の
騒
擾
時
代
は
漢
以
来
の
あ
ら
ゆ

　
　
　

る
秩
序
を
破
壊
し
た
。
酪
術
の
様
式
と
い
ふ
も
の
も
さ
う
い
ふ

　
　
　

秩
序
の
一
形
式
で
あ
る
か
ら
に
は
や
は
り
崩
壊
を
見
た
。
そ
し

　
　
　

て
こ
れ
が
新
し
い
自
由
な
立
場
を
提
供
し
、
そ
の
と
こ
ろ
へ
勢

　
　
　

よ
く
佛
教
文
化
、
そ
し
て
佛
教
蒔
術
が
流
入
し
て
来
た
。
三
百

　
　
　

年
代
か
ら
四
百
年
代
、
や
う
や
く
政
治
的
な
秩
序
が
確
立
す
る
、

　
　
　

そ
し
て
そ
の
中
心
が
北
族
の
拓
践
氏
で
あ
り
、
通
境
の
大
同
で

　
　
　

あ
っ
た
。
溌
潮
た
る
自
由
の
精
祁
と
と
も
に
淳
撲
な
生
活
力
に

　
　
　

み
ち
て
ゐ
た
。
軍
國
的
濁
裁
君
主
は
戦
孚
と
討
伐
に
よ
っ
て
國

　
　
　

家
の
統
一
を
完
成
す
る
と
と
も
に
各
地
か
ら
人
力
と
財
力
と
を

　
　
　

國
都
に
集
中
し
た
。
そ
し
て
そ
の
力
に
よ
っ
て
國
都
の
経
替
と

　
　
　

か
佛
寺
の
造
１
　
と
か
多
大
の
土
木
事
業
が
起
っ
た
。
こ
の
地
盤

　
　
　

の
上
に
雄
渾
な
雲
岡
様
式
が
成
立
を
見
た
。
そ
れ
は
在
来
の
傅

治

　

統
の
上
忙
う
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
了

ら
は
非
常
に
自
由
な
、
泰
然
新
し
い
と
い
っ
て
も
い
χ
や
う
な

様
式
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
國
家
の
整
備
、
吐
會
秩
序
の
回
復

と
と
も
に
漢
代
の
傅
統
が
強
く
浮
び
上
っ
て
来
た
、
北
族
に
と

っ
て
い
へ
ば
漢
化
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
下
に
で
き
た
の

が
龍
門
様
式
で
あ
る
。
洛
陽
の
経
唇
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
勘
に

お
い
て
漢
代
へ
の
復
錨
が
主
要
な
目
標
に
な
っ
て
ゐ
る
。

史
観
と
史
醍

　

（
史
林
一
月
読
登
表
）

王
玄
策
時
代
の
印
度
情
勢

桃
源
瑞
仙
の
史
記
抄
を
讃
む

明
代
田
賦
銀
令
の
一
面

章
學
誠
の
史
論

漢
１
　
に
於
け
る
時
代
の
展
開

高
勾
麗
の
古
墳
に
就
い
て

　

（
以
上
、
近
日
腿
表
の
饌
定
）

×

×

丹

　

羽

　

正

　

義

立

　

花

　

憲

　

二

大

　

島

　

利

　

一

堀

　

井

　

一

　

雄

内

　

藤

　

戊

　

巾

宇
都
宮
清
吉

梅

　

原

　

末

　

治

×

×
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