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問
題
が
起
る。

勿
論
通
用
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
周
的
な
も
の
を

否
定
し
て
天
下
に
君
臨
す
る
説
明
を
、
中
園
の
傍
統
に
根
ざ
し
た
も
の
で
一
一
層

構
威
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
ω

そ
こ
に
五
徳
終
始
の
説
と
い
う

も
の
が
出
現
し
た
。
こ
れ
は
躍
な
る

想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、

五
行
の
終
始
に

は
、
土
木
金
火
水
(
相
勝
)
木
火
土
金
水
(
相
生
)
の
他
に
幾
つ
か
の
組
み
合

せ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
戦
園
六
園
の
抗
争
と
結
び
つ
く
貼
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
さ
て
秦
は
周
が
火
徳
で
秦
は
水
徳
と
い
う
説
を
採
用
し
た
。
呂
氏

春
秋
態
同
篇
(
名
類
篇
と
も
言
う
が
畢
況
の
被
注
に
従
う
)
に
見
え
る
読
(
頁

五
一
引
用
)
が
矢
張
り
有
力
に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
水
気
の
到
来

が
致
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
氏
が
引
用
さ
れ
た
も
の
に
綴
く
文
か
ら
も
感
じ

ら
れ
る。

秦
は
六
園
を
卒
定
し
皇
帝
の
稽
鋭
を
構
え
る
と、

つ
づ
い

て
水
徳
読

採
用
を
宣
言
し
た
の
は
こ
れ
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
引
用
文
の
最
後

の
部
分
は
、
私
は
将
来
へ
の
戒
め
と
し
て
解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

紙
放
を
大
分
超
過
し
た
が
、
最
後
に
漢
に

つ
い
て
細別
れ
て
お
き
た
い
.
漢
は
秦

を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
出
裂
し
た
。
漢
初
に
お
い
て
水
徳
設
が
稽
え
ら
れ
た

こ
と
も
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
劉
氏
の
基
礎
も
固
り
、
ま
た
儒

家
思
想
な
ど
が
だ
ん
だ
ん
勢
力
を
伸
ば
し
て
来
る
と
、
漢
水
徳
設
で
は
都
合
が

懇
く
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
漢
土
徳
設
が
出
現
し
て
来
る。

そ
れ
が
文
帝
の
時

代
で
あ
る
の
は
、
漢
の
時
代
の
推
移
か
ら
見
て
嘗
然
の
こ
と
と
思
う
。

以
上
、
蕪
辞
を
連
ね
て
感
想
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
本
書
の
債
値
を
傷
け
る

も
の
で
な
い

こ
と
は
一吉一回
を
ま
た
な
い
。

最
後
に
、
本
書
に
索
引
の
附
さ
れ
て
な
い

こ
と
を
惜
し
ん
で
筆
を
お
く
。

(
狩
野
直
禎
)

吋
}
戸
白
河
止
O
円

HHMEL
〉

σ
o
-
E
oロ
O

片
手
巾

叶
円

m
E
E
o口
同

-nrFロ
2
日
開
同
曲
目
吉
白
C
O
ロ

(
中
園
科
穆
制
度
革
駿
考
)

調。同町

m
m
a
p
z
r
p
A
V
E
Z
同日

F
s

k
g
Z国
∞

Z
丘
2
・
出
回

2
青
島
巴
巳

dtAUmE-

rzm0・
冨

E
∞-w

忌

g-

私
は
西
洋
人
が
、
科
翠
に
つ
い
て
諮
る
ば
あ
い
、
と
り
わ
け
で
輿
味
を
お
ぼ

え
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
次
に
述
べ
る
二
つ
の
閥
心
か
ら
出
て
い
る
。

そ
の

一
つ
は
、
西
洋
人
は
科
皐
を
通
じ
て
、
首
時
の
中
園
を
歴
史
的
に
ど
う
規
定
す

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

嘗
っ
て
、
グ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド

ロ
な
ど
フ
ラ
ン
ス

の
百
科
全
書
波
が
、
と
り
わ
け
か
の

ケ
ネ
ー
が
、
科
患
を
憧

僚
し
、
そ
の
模
倣
を
さ
え
考
え
た
事
質
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な

事
情
が
、
嘗
時
の
最
先
進
園
イ
ギ
リ
ス

の
あ
る
時
期
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
、

さ

ら
に
は
あ
る
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
も
、
嘗
つ
て
は
存
在
し
た
こ
と
を
、

司

g
m
ω
2
・Z
(郵
嗣
扇
)
・

(
U
7
5
0
8
F
2
5ロ
n
m
g
H
Z
者
向
伯
仲
巾
日

開
凶
白

B
5
2
5ロw
回
目
円
〈
同
円
円
四
】

O
己
目
曲
目
。
同
〉
凹

H
2
5
2ロ門守・一可・

h
H
W
5
8

は
明
か
に
し
た
。
そ
の
後
一

O
O年
、
欧
米
諸
園
は
中
国
を
お
い

こ
し
、
優
位

を
保
っ

て
き
た
・

か
れ
ら
の
祖
先
が
敬
意
を
表
し
た
科
翠
を
、
現
在
、
後
喬
た

る
西
洋
人
は
、
罵
史
的
に
ど
う
許
債
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
が
お
い
こ
し

た
中
閣
の
歴
史
的
時
代
性
を
、
正
申
固
に
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
第

一
の
閥
心
で
あ
る
。

第
二
の
閥
心
は
、
も
っ
と
現
賓
的
な
も
の
で
あ
る
。

現
在
、

官
僚
制
と
は
あ

い
容
れ
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
を
原
理
と
し
て
い
る

諸
園
に
お
い
て
、
官
僚
制
の
も
た
ら
す
悪
弊
が
、
深
刻
な
枇
曾
問
題
と
し
て
指
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摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
国
家
行
政
の
内
容
が
、
質
的
に
も
量
的
に

も
、
前
代
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
旗
大
し
た
結
果
、
行
政
官
腐
は
賢
汎
な
委

任
立
法
穫
を
あ
た
え
ら
れ
、
事
質
上
、
行
政
命
令
や
規
則
を
、

み
ず
か
ら
の
権

限
で
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
権
の
一
部
を
摺
暗
闘
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
主
権
者
た
る
園
民
に
奉
仕
す
る
は
ず
の
公
務
員
巳
丘
一
切
2
5
E
は、

行
政
階
級
包
ヨ

5
5
2
5
q
eと
し
て
、
議
曾
や
内
閣
と
同
列
に
論
、
せ
ら
れ
る

ま
で
に
成
長
し
た
(
ラ
ス
キ
著
・
辻
清
明
等
謬
「
議
曾
・
内
閣

・
公
務
員
制
」

岩
波
現
代
叢
書
一
九
五
九
)
。
か
か
る
行
政
階
級
な
る
も
の
の
存
在
は
、
科
翠

と
決
し
て
無
縁
な
存
在
な
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
今
日
の
圏
家
公
務
員
制
は
、

'
一
八
五
四
年

ι

に、

そ
れ
ま
で
の
議
曾
領
袖
の
情
賓
任
命
官
可
0
5
m
m
を
排
し
て
、
資
格
任
用
制

B
R
H同
帥

3
5
B
の
採
用
を
勧
告
す
る
、
ノ
l
ス
コ
ー
ス
ト
・
ト
レ
ヴ
ご
ツ
ア

ン
報
告
書
が
下
院
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
、
一
八
七

O
年
、
グ
ラ

ッ
ド
ス
ト

γ
内
閣
の
と
き
、
は
じ
め
て
公
開
競
苧
試
験
が
お
こ
な
わ
れ
て
以
来

の
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
賞
時
、
報
告
書
が
勧
告
し
た
公
開
競
争
の
原

理
が
、
。
中
園
の
原
理
で
あ
る
か
ら
。
と
し
て
、
激
し
く
非
難
、
反
射
し
た
、

イ
ギ
リ
ス
下
院
議
員
の
口
吻
を
、
前
日
記
郵
嗣
高
の
論
文
は
、
忠
賞
に
引
用
し
て

い
る
。
以
来
一

O
O年
た
ら
ず
、
結
局
、
イ
ギ
リ
ス

の
公
務
員
制
度
が
、
行
政

階
級
な
る
「
階
級
」
に
成
長
し
て
、
代
議
制
す
な
わ
ち
議
合
同
制
度
を
も
脅
か
す

存
在
と
な
っ
て
き
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
嘗
っ
て
、
中
園
が
そ
の
た
め
に
滅

ん
だ
と
ま
で
い
わ
れ
る
科
翠
の
も
つ
原
理
は
、
今
な
お
現
代
に
ま
で
生
き
延
び

て
い
る
、
と
い
え
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
科
脂
争
を
研
究
の
狙
上
に

の
せ
る
者
は
、
返
す
匁
で
み
ず
か
ら
を
関
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

と
う
し
た
立
場
に
お
か
れ
た
研
究
者
の
、
い
わ
ば
現
欣
に
た
い
す
る
危
機
認

識
が
、
と
り
わ
け
こ
の
園
に
お
い
て
は
美
化
さ
れ
が
ち
の
西
洋
に
籍
を
お
く
研

究
者
の
ば
あ
い
に
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
が
閥
心
の
第
二
で

あ
る
。
私
を
本
書
の
批
評
・
紹
介
へ
と
導
い
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
で

あ
っ
た
。

著
者
名
D
F刷
g
m
F
2
5
は
現
ハ
ム
プ
ル
グ
大
事
教
援
で
、
著
名
な

0
5

忠
明円

g
Z
の
子
息
。
本
書
は
、
一
九
五
七
年
秋
か
ら
翌
春
に
か
け
て
、
ハ
ー
バ

ー
ド
大
皐
の
客
員
数
援
と
し
て
招
か
れ
た
際
に
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
』
orロ

穴
・
明
白
-
H『

g
r
の
一示
唆
に
よ
っ
た
本
研
究
は
、
辛
亥
革
命
の
意
義
づ
け
と
、

そ
れ
に
先
立
つ
清
朝
の
衰
亡
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
高
次
の
研
究

課
題
の
一
環
と
し
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で
、
一
九
世
紀
末
か
ら
一
九

O
五
年

(
科
摩
廃
止
)
に
い
た
る
聞
の
、
試
験
制
度
と
拳
校
制
度
の
護
達
を
概
括
す
る

こ
と
が
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
・
こ
れ
は
著
者
が
清
末
に
は
じ
ま
る
奮
中
閤
一
位

曾
の
構
造
的
愛
化
に
あ
っ
て
、
官
僚
の
養
成
可
包
包
括
O

同

C
En
E凹
と
公

務
員
試
験
丘
三
-
臼

2
2
8
2
2己
E
t
o
ロ
と
が
、
基
本
的
に
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

著
者
は
、
欧
文
業
績
は
勿
論
、
邦
文
、の
業
績
(
清
園
行
政
法

・
宮
崎
市
定

「
科
傘
」
な
ど
て
あ
る
い
は
最
新
の
業
績
(
商
街
塗
「
清
代
科
翠
考
試
述
録
」

一
九
五
八
年
)
ま
で
も
参
照
し
つ
つ
、
叙
述
を
す
す
め
て
い
く。

全
篇
は
四
章
に
わ
か
れ
る
。
前
二
章
は
導
入
部
分
と
も
い
え
、
第
一
章
は
、

科
翠
の
沿
革
の
遁
確
な
概
設
で
、
同
時
に
、
後
の
叙
述
で
頻
出
す
る
科
穆
用
語

の
解
説
を
は
た
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
科
患
に
た
い
す
る
批
剣
史
で
、
唐
の

太
宗
か
ら
歴
代
清
末
に
い
た
る
、
同
時
代
者
か
ら
す
る
科
患
の
批
剣
を
辿
っ
て

い
る
。
活
仲
滝
・
王
安
石
・
朱
燕
・
郎
溶
・
楊
恨
・
顧
炎
武
・
黄
宗
義
・
銭
謙

盆
・
全
租
笠
・
襲
自
珍
お
よ
び
陳
抽
ほ
と
辿
っ
た
批
判
門
は
、
な
ん
ら
か
の
貼
で
清

末
の
論
議
に
引
用
さ
れ
て
、
科
翠
の
改
廃
に
影
響
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し

著
者
は
、
こ
れ
ら
の
批
剣
も
、
同
時
代
者
の
批
判
刊
と
し
て
は
、
比
較
的
時
代
に
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と
ら
わ
れ
な
い
自
由
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
結

局
は
批
判
門
が
封
象
と
し
た
儒
教
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
思
想
で
あ
っ

て
、
儒
教
の
湾
外
に
出
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
み
鳴
す
か
ら
の
科
穆
批
判
門

の
槻
貼
と
は
扇
別
し
て
い
る
。

著
者
が
、
そ
の
た
め
に
別
に
用
意
す
る
目
は
、
一
九

O
五
年
、
長
年
の
中
園

滞
在
の
経
験
か
ら
、
著
者
の
父

0
2
0
Hり同

2
5
を
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
や

し
め
た
目
と
同
じ
目
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

科
盤
制
度
の
紋
陥
は
、
中
園
が
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
園
家
で
あ
り
得
た
限
り

に
お
い
て
は
、
隠
し
て
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
科
翠
に
と
っ
て

は
、
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
紋
陥
と
は
、
科
傘
の
側
か
ら
す
る
一
方

的
な
教
育
の
固
定
化
に
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
全
闘
民
の
知
的
生
命
に
た

い
し
て
、
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
科
翠
は
、
賢
明

に
し
て
道
義
的
に
も
き
わ
だ
っ
て
い
る
政
治
家
の
か
わ
り
に
、
世
界
の
大
勢

に
無
知
無
能
な
官
僚
を
産
み
お
と
し
、
ま
た
、
知
的
教
養
に
め
ぐ
ま
れ
た
貴

族
の
か
わ
り
に
、品
早
大
に
し
て
狭
量
な
殺
害
人
を
産
み
だ
し
た
。
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
園
家
が
存
立
す
る
基
本
的
篠
件
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
知
的
生
命
の
た
ゆ

ま
ざ
る
後
展
、
専
門
科
間
半
分
野
の
閥
連
的
重
要
性
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
、

中
園
に
お

い
て
認
識
せ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
科
翠
に
つ
き
ま
と
う
諸
々
の
結

果
が
、
明
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
本
書
の
導
入
部
分
で
あ
る
。
第
三
、
第
聞
の
後
二
章
が
、
本
書
の

主
要
部
分
で
あ
る
の
で
、
著
者
の
叙
述
に
沿
っ
て
、
ま
ず
概
要
を
紹
介
す
る
む

第
三
章
は
、

。
一
九

O
O年
前
の
改
革
へ

の
努
力
。
と

題
さ
れ
る
。
清
初

(
康
照
・
薙
正
期
)
、
明
代
の
制
度
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
た

科
翠
に
、
若
干
の

修
正
的
改
革
が
企
て
ら
れ
な
が
ら
、
結
寅
し
な
か
っ
た
こ
と
に
燭
れ
た
後
、
著

者
は
一
九
世
紀
後
学
に
話
題
を
す
す
め
る
。

一
九
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
西
方
の
挑
戦
は
、
衣
第
に
中
園
の
弱
燈
を
あ

，
ら
わ
に
し
た
。
首
局
者
の
施
策
、
と
り
わ
け
科
翠
に
ま
つ
わ
る
不
正
行
震
や

飲
陥
を
指
す
所
の
嘗
局
者
批
剣
に
は
、
新
し
い
刺
激
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
批
剣
は
、
一
八
九

O
年
ま
で
は
、
西
方
か
ら
の
額
箸

な
影
響
を
う
け
た
こ
と
を
明
か
に
は
せ
ず
、
時
と
し
て
、
卒
直
に
披
涯
し
た

も
の
(
鴻
桂
茶
、
王
絡
)
は
あ
っ
て
も
、

一
般
に
は
、
沓
套
の
域
を
出
な
か

っ
た
。

同
治
中
興
に
際
し
て
、
科
奉
に
は
若
干
の
改
革
が
な
さ
れ
た
が
、
八
股
文
の

廃
止
に
さ
え
思
い
至
ら
ず
、
曾
園
藩
も
所
期
の
改
革
構
想
を
、
大
方
の
反
封
を

見
こ
し
て
、
ひ
き
さ
げ
て
し
ま
っ
た
、
と
著
者
は
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら

一
八
九

O
年
ま
で
の
科
摩
改
革
へ
の
試
み
を
二
つ
の
鮎
で
燭
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
そ
の
最
初
の
試
み
、
す
な
わ
ち
、
英
桂

・
沈
藻
検
の
算
事
科
創
設

の
建
議

(
一
八
七

O
)
と
李
鴻
章
の

「
洋
務
科
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
建
議

(
一
八
七
五
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
不
毛
に
お
わ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
一
八
八
七
年
、
陳
秀
鐙
に
よ
る
骨
昇
率
科
設
置
の
建
議
が
、
は
じ
め
て
認

可、

質
施
さ
れ
た
。

ζ

の
慮
置
は
、
従
来
、
あ
る
い
は
科
翠
改
革
の
先
腐
と
し

て
許
領
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
賞
施
に
あ
た
っ
て
、
建
議
の
趣
旨
は
倭

小
化
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
質
殺
を
伴
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
著
者
の
評
僚
は
、

き
わ
め
て
低
い
。
割
前
僚
は
低
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
一
連
の
試
み
の

方
向
に
、
科
翠
と
専
門
科
事
分
野
と
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
見
出
し

て
、
こ
れ
を
改
革
の
一
つ
の
方
向
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
西
方
の
盤
力
に
、
直
接
に
謝
慰
す
る
必
要
か
ら
設
立

さ
れ
た
、
軍
事

・
技
術
・
言
語
部
門
の
新
設
事
被
|
同
文
館
(
一
八
六
二
)

出
四
方
言
館
・
求
是
堂
義
局
(
一
八
六
七
)
の
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

事
校

は
、
新
知
識
の
普
及
の
源
に
な
り
、
改
革
運
動
の
醸
成
に
貢
献
し
な
が
ら
も
、
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結
局
は
科
奉
と
無
縁
な
待
遇
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
き
わ
だ
っ
た
成
果

を
あ
げ
得
な
か
っ
た
、
と
す
る
著
者
は
、
こ
こ
で
科
患
と
事
被
制
度
と
の
統
合

を
、
改
革
の
も
う
一
つ
の
方
向
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
ば
あ
い
の
事
被
は
、
数
育
機
関
と
し
て
の
事
被
(
事
堂
)
で
あ

っ
て
、
従
来
の
有
名
無
賓
の
事
被
|
そ
れ
を
著
者
は

E
B
E
R
S
-
N田三
O
ロ
の

結
果
、
た
ん
な
る
科
患
の
た
め
の

阻
害

g円
四
日
と
な
っ
て
い
た
事
後
と
考
え
て

い
る

(
第
一
章
)
ー
を
さ
す
の
で
は
な
い。

ご
う
し
て
、
科
奉
と
専
門
科
事
部
門
と
の
統
合
、
科
血
苧
と
撃
被
制
度
と
の
関

連
と
い
う
こ
つ
の
改
革
の
方
向
か
ら
、
著
者
は
次
に
、
康
有
震
の
公
車
上
書

(
一
八
九
五
)
に
は
じ
ま
る
製
法
運
動
を
、
高
く
評
債
す
る
。
康
有
矯
の
構
想

ー
ま
ず
武
科
を
康
止
し
、

か
わ
り
に
萎
科
を
新
設
し
、
と
れ
に
従
来
の
科
事
た

る
文
科
と
同
等
の
待
遇
を
あ
た
え
、
各
省
州
豚
に
襲
撃
書
院
を
設
け
、
十
五
歳

以
上
の
事
童
を
入
率
さ
せ
、
天
文
・
地
破
・
墜
事
・
化
事
・
電
気
・
機
器
・
武

備
・
測
量
お
よ
び
外
園
語
の
諸
科
目
を
講
じ
、
書
院
の
試
験
を
段
階
的
に
合
格

す
る
に
準
じ
て
秀
才
・
家
人
お
よ
び
進
士
の
資
格
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
構
想

に
、
著
者
は
、
専
門
科
間
宇
部
門
と
皐
被
制
度
と
の
科
翠
へ
の
統
合
と
い
う
課
題

が
、
す
べ
て
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
前
後
し
て
お

こ
な
わ
れ
た
、
事
堂
新
設
の
具
種
方
法
を
提
案
す
る
李
端
意
味
の
上
奏
、
海
外
留

聞
宇
生
制
度
を
も
科
翠
制
に
統
合
し
よ
う
と
提
案
す
る
梁
啓
超
の
思
想
に
、
著
者

は
、
康
有
震
構
想
が
さ
ら
に
肉
づ
け
さ
れ
た
と
み
る
。

こ
れ
ら
の
機
想
は
戊
成
獲
法
で
い
か
に
質
現
さ
れ
た
か
@

「
元
来
戊
戊
製
法

の一

眼
目
は
、
科
掌
と
事
堂
に
あ
っ
た
」
(
小
野
川
秀
美

「
清
末
政
治
思
想
研

究
」
一
二
入
頁
)
と
い
わ
れ
る
。
著
者
は
、
八
股
文
・
小
指
の
駿
止
、
経
済
特

科
(
一
八
九
七
年
、
巌
修
提
案
)
の
賞
施
促
進
、
書
院
を
新
皐
堂
に
鱒
用
す
る

と
い
っ
た
諸
決
定
が
、
康
有
震
の
建
議
の
採
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、
製
法
の
基
本
方
針
は
、
康
有
震
よ
り
も
現
質
的

で
穏
健
な
張
之
洞
(
動
感
篇
)
の
線
に
そ
っ
て
い
た
、
と
結
論
す
る
。
と
い
全

の
は
、
事
堂
の
設
置
は
決
定
し
て
も
、
そ
の
出
身
者
に
た
い
し
て
は
、
官
僚
資

絡
〈
進
士
な
ど
)
を
あ
た
え
よ
う
と
し
な
い
愛
法
の
決
定
は
、
康
有
震
の
構
想

か
ら
は
後
退
し
て
お
り
、
動
撃
情
廟
の
主
張
に
合
致
す
る
と
み
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

筆
者
は
、
戊
戊
襲
法
が
な
ぜ
挫
折
し
た
か
に
は
、
燭
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

張
之
洞
の
立
場
に
つ
い
て
、
4

科
血
苧
と
経
済
特
科
と
新
事
堂
と
は
、
一
慢
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
光
絡
二
四
年
五
月
十
六
日

陳
費
簾
と
の
上
奏
)

と
す
る
張
之
洞
に
は
、
康
有
震
の
構
想
の
意
味
す
る
も
の
が
、
す
で
に
す
べ
て

熟
知
さ
れ
で
お
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
、
康
有
震
の
構
想

は
、
融
波
法
運
動
の
な
か
で
全
き
開
花
を
途
げ
る
こ
と
な
し
に
、
張
之
洞
に
よ
っ

て
時
機
を
う
か
が
っ
て
暖
め
ら
れ
る
と
と
に
な
る
。

最
後
の
章
、
第
四
章
は
。
一
九

O
O年
以
後
の
停
統
的
制
度
の
廃
止
。
と
題

さ
れ
る
。
義
和
園
事
件
の
結
果
、
一
九

O
一
年
一
月
二
十
九
日
、
西
太
后
は
曲
家

墜
中
の
西
安
か
ら
、
現
欣
の
改
革
案
を
地
方
督
撫
ら
に
諮
問
す
る
こ
と
を
徐
儀

な
く
さ
れ
る
・
科
暴
も
そ
の
一
項
目
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
感
じ
て
張

之
洞
は
、
劉
坤
一
と
連
名
で
、
製
遇
政
治
人
才
矯
先
進
旨
繁
議
摺
を
呈
す
る
。

そ
の
趣
旨
は
、
(
一
)
文
武
摩
堂
の
創
設
と
専
門
教
育
の
賓
施
(
二
)
入
股
文

の
全
面
的
駿
止
と
科
翠
課
試
題
目
の
改
革
さ
一
)
武
科
の
慶
止
(
四
)
海
外
留

事
の
奨
励
で
あ
る
。

時
機
を
ま
っ
て
い
た
構
想
は
、
堰
を
き
っ
た
よ
う
に
吐
露

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
西
太
后
に
よ

っ
て
、
大
幅
に
と
り
容
れ

ら
れ
た
。
こ
と
に
各
省
の
書
院
|
著
者
に
よ
れ
ば
、
草
間
来
の
質
質
上
の
教
育
機

関
(
第

一
章
)
を
大
事
堂
・

中
鬼
平
堂
・
小
事
堂
お
よ
び
蒙
養
拳
堂
(
幼
稚
園
)

に
改
設
せ
し
む
る
命
令
(
九
月
十
四
日
)
は
、

教
育
史
上
、
劃
期
的
廃
置
で
あ
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っ
た
。

し
か
し
、
構
想
は
肝
腎
の
黙
で
骨
抜
き
に
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
科
翠
と

謬
核
制
度
の
統
合
と

い
-
7
目
的
か
ら
い
え
ば
、
回学堂
出
身
者
の
待
遇
が
限
自
に

な
る
。
張
之
洞
の
構
想
で
は
、
新
設
さ
る
へ
き
開
宇
堂
の
出
身
者
に
は
、
附
生

・

康
生

・
優
貫
生
と
い
っ
た
、
正
途
出
身
の
う
ち
で
も
、
い
わ
ば
傍
系
の
資
格
を

あ
た
え
よ
う
と
い
う
、
緩
め
て
控
え
目
な
提
案
に
な
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
は
痘
否
さ
れ
て
、

か
わ
っ
て

出
身
を
あ
た
え
る
に
は
あ
た
え
る

が
、
同
じ
資
格
を
と
る
に
は
、
科
血
争
を
受
け
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
複
雑
で
困

雄
な
手
綴
き
を
要
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ
、
家
世
凱
の
提
案
が
採
用
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
(十
二
月
五
日
)
。
結
局
、

官
僚
資
格
の
獲
得
を
科
患
に
縛
ば
っ
て
お

く
鰻
制
は
、
こ
の
ば
あ
い
も
保
守
さ
れ
た
乙
と
に
な
る
。

し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
張
之
洞
構
想
の
提
案
が
、
そ
の
ま
ま
科
翠
の
最
終

的
な
駿
止

へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

事
賞
、
科
翠
は
こ
の
後、

二
段
階
を
へ
て
、
加
速
的
に
嬢
止
さ
れ
て
い
く
。

第

一
の
段
階
は
、

一
九

O
三
年
二
月

(
三
月
の
課
り
か
)
十
三
日
、
張
之
洞

と
裳
世
凱
の
連
名
で
奏
請
さ
れ
た
科
穆
逓
減
の
法
で
あ
る
。

こ
の
方
法
は
、
早

く
陶
模
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
4

科
穆
と
間宇
堂
と
を
一
貫
せ

し
む
れ
ば
、聞
学
堂
は
た
く
ま
ず
し
て
輿
り
、
き
り
は
な
し
て
は
、
有
名
無
質
に

な
る
φ

と
前
提
し
、
科
翠
を
三
段
階
に
分
か
っ

て
、
定
員
を
三
分
の
一
あ
て
漸

減
し
、

一
O
年
を
ま
っ
て
全
廃
し
て
、
か
わ
り
に
皐
堂
出
身
者
を
も
っ
て
官
僚

に
あ
て
ん
と
す
る
、
科
穆
廃
止
の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
上
奏
は
、
政
務
廃
と
植

部
に
回
附
さ
れ
た
。
こ
れ
を
可
と
す
る
覆
奏
が
な
さ
れ
た
の
は
、
翌
年

一
月
十

三
日
で
あ
る
が
、
こ
の
聞
に
た
た
か
わ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
激
論
に
つ
い
て
は
、

信
頼
す
べ
き
資
料
が
な
い
、
と
い
う

U

こ
の
問
、
張
之
洞

・
裳
世
凱
・

祭
慶

・
張
百
照
お
よ
び
孫
家
鼎
と
い
っ
た
、

嘗
時
の
教
育
問
題
の
専
門
家
が
、
前
後
し
て
政
務
庭
に
参
蓋
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た、

一
九
O
一
年
い
ら
い
新
設
さ
れ
た
摩
堂
の
翠
生
、
と
り
わ
け
日
本
留
翠

の
厚
生
の
不
穏
な
空
気
が
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
、
こ
の
提
案
を
う
け
容
れ
る
原
因
に
な
っ
た
も
の
と
、
著
者
は
推
測
し
て
い

る
。
つ
い
で
著
者
は
、
こ
の
歴
史
的
な
夜
奏
と
そ
の
認
可
の
議
旨
を
、
全
文
英

明
評
す
る
。
貴
重
な
作
業
と
い
う
へ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
科
穆
は
、

一
九

O
六
年
(
丙
午
の
科
)
よ
り
漸
減
し
、
そ
の
全
駿
を

ま
っ
て
、
高
等
小
謬
堂
を
嘗
つ
て
の
豚
試
に
、
中
間
宇
堂
を
歳
試

・
科
試
に
、
高

等
翠
堂
を
郷
試
に
、
大
皐
堂
を
曾
試
に
み
た
て
、
さ
ら
に
留
翠
生
に
も
相
笛
の

資
格
(
俗
に
い
う
洋
進
土
)
を
あ
た
え
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
科
翠
は
、
そ

の
形
骸
の
み
を
と
ど
め
て
、
補
填
す
る
に
翠
堂
制
度
を
も
っ
て
せ
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
。

著
者
は
さ
ら
に
、
義
和
剛
事
件
の
際
の
外
聞
人
犠
牲
者
の
た
め
に
、
科
怒
を

五
年
間
停
止
せ
し
め
た
、
列
強
の
懲
罰
的
廃
置
が
、
科
血
苧
を
廃
止
に
導
い
た
と

す
る
説
を
謬
説
と
し
て
斥
げ
た
後
、
第
二
の
段
階
の
事
情
を
説
き
す
す
め
る
。

そ
れ
は
、

一
九

O
五
年
、
科
摩
の
即
時
駿
止
決
定
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば

科
穆
遜
減
の
決
定
も
、
す
ぐ
に
は
知
識
人
の
閥
心
を
皐
堂
に
向
け
さ
せ
る
に
い

た
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
戊
戊
の
経
験
が
、
か
れ
ら
を
鴎
踏
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
決
定
的
な
究
醍
を
促
す
の
が
、
日
盤
戦
字
と
革
命
運
動
の
成
長
と

で
あ
る
。
弱
穫
を
極
限
に
ま
で
露
呈
し
た
政
府
は
、
ぐ
ら
つ
き
か
け
た
科
翠
に

止
殺
を
さ
し
て
、

こ
の
危
機
を
乗
り
こ
え
、

そ
の
影
響
を

保
守
し
よ
う
と
す

る
。
八
月
三
十

一
日
、
張
之
洞

・
表
世
凱

・
越
爾
巽
・
周
複
・
ω
今
春
萱
と
端
方

は
、

。邸
時
に
科
患
を
金
援
す
る
こ
と
が
、
新
謬
堂
の
設
展
の
た
め
の
必
須
の

臨時件
で
あ
り
、
今
日
の
娘
難
を
救
う
途
は
、
ほ
か
に
な
い
。
と
上
奏
す
る。

一

日
お
い
て
九
月
二
日
、
こ
の
奏
請
は
裁
可
さ
れ
、
科
患
は
、
こ

こ
に
そ
の
姿
を
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消
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
、
結
論
と
題
さ
れ
る

晶一早
は
な
い
。
執
筆
途
上
で
気
づ
い
た
問
題

を
、
な
お
残
さ
れ
た
研
究
課
題
と
し
て
、

十
二
項
目
に
わ
た
っ
て
序
文
に
掲
げ

た
、
著
者
の
慎
重
な
態
度
が
、
結
論
を
保
留
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
以
下
に
評
出
す
る
第
四
章
末
尾
の
数
行
を
一
態
結
論
と
み
な
し
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。

:・
:
替
市
爪
(
科
穆
を
遁
じ
て
あ
た
え
た
所
)
の
官
僚
資
格
を
、
(
肇
堂
出
身

者
に
も
)
あ
た
え
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
賢
明
な
鹿
置
で
あ
っ
た
か
疑

わ
し
い
。
や
が
て
明
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
古
い
形
骸
は
、
新
し
い
内
容
に

そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
。
新
し
い
内
容
は
、

つ
い
に
膨
れ
あ
が
っ
て
、
古
いY
形
骸

の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
支
え
て
い
た
停
統
的
国
家
の
骨
組
み
を
も
、
全
て
破

孫
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
本
書
に
は
、

、中
園
に
お
け
る
皐
堂
開
設
の
目
的
は
、
官
僚
の
養
成
に
在

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
科
翠
の
即
時
金
療
を
求
め
た
最
後
の
上
奏
が
そ
れ
に
燭
れ

る
ま
で
、

一
般
園
民
教
育
は
看
過
せ
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
貴
重
な
指
摘
が
あ

る
。
科
壊
を
は
な
れ
て
、
事
堂
制
度
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

著
者
の
次
の
よ
う
な
言
及
は
、
科
血
争
駿
止
後
の
事
堂
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
通

し
を
窺
わ
せ
る
と
い
え
よ
う
。

一
九
二
年
以
後
、

中
園
の
知
識
人
の
祉
曾
的
地
位
は
、
往
々
に
し
て
、
嘗

つ
て
の
事
位
所
有
者
(
紳
士
)
の
そ
れ
に
比
定
せ
ら
れ
た
。
工
業
化
さ
れ
た

(
Z
ι
5
5
巴
NE)
開
港
場
の
外
に
お
い
て
は
、
或
る
程
度
は
内
に
お
い
て

さ
え
も
、
普
通
の
中
皐
堂
な
い
し
は
専
門
摩
堂
の
皐
生
の
希
望
は
、
依
然
、

官
僚
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

足
早
の
紹
介
に
お
わ
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
私
は
、
最
初
の
閥
心
に

戻
り
た
い
と
思
う
。
ま
ず
時
代
性
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

著
者
が
、
康
有
震
の
構
想
し
た
遁
料
に
つ
い
て
展
開
し
た
見
解
を
紹
介
す
る
必

要
が
あ
る
。
道
科
と
は
、
キ
リ

ス
ト
数
の
布
教
に
封
抗
し
て
、
中
閣
は
も
と
よ

り
全
世
界
に
儒
教
を
停
道
す
る
者
を
選
ぶ
た
め
に
、
さ
き
に
述
べ
た
文
科

・

慈
科
と
並
ん
で
、
康
有
矯
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
試
験
制
度
で
あ
る
。
い
わ
ば
儒

教
の
宗
教
化
の
構
想
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
構
想
は
中
閣
の
侍
統
的

政
治
構
造
と
全
く
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
O
同

S
明，

g
ロ
r巾

に
よ
っ
て
最
初
に
指
摘
さ
れ
、
後
に

玄
白
H

d
司
与
巾
円

に
よ
っ
て

理
論
づ
け
ら

れ
た
よ
う
に
、
中
闘
の
停
統
的
支
配
の
原
理
の
一
つ
の
特
徴
は
、
世
俗
的
権
威

と
精
一
柳
的
権
威
の
統
一
に
あ
っ
た
。
そ
し
て

タ西
方
か
ら
の
衝
撃
巧

g
R
B

H
B宮
♀

は
、
ま
さ
に
こ
の
統
一
を
打
ち
碕
こ
う
と
し
て
い
た
。

何
故
な
ら
:
・

:・と
り
わ
け
科
翠
に
卸
し
て

い
え
ば
、
そ
れ
に
は
専
門
化
が
紋
如
し
て
い
た

同

7
0

ロ
巾
包
同
O
同

印
旬
。

2
丘
町
主
芯
ロ

か
ら
で
あ
る
。
専
門
化
し
た
官
僚
は
、
明

か
に
、
政
治
行
政
的
機
能
と
宗
教
的
機
能
と
を
結
合
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
多
か
ら
、
康
有
矯
の
構
想
の
よ
う
に
、
整
科
で
専
門
化
の
課
題
を
達
成

し
、
道
科
で
精
一
珊
的
構
成
を
救
う
の
は
、
停
統
的
支
配
の
自
己
分
裂
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
事
態
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
進
行
し
た
の
で

あ
っ
て
、
専
門
的
数
育
に
よ
っ
て
、
官
僚
を
養
成
し
よ
う
と
す
る
事
堂
制
度
が

科
奉
に
と
っ
て
替
っ
た
後
に
、
儒
教
が
清
朝
に
よ
っ
て
宗
教
化
(
孔
数
)
さ
れ

た
(
一
九

O
六
年
十
二
月
三
十
日
)
の
は
、
多
屋
根
を
飾
っ
て
、
同
時
に
、
土

蜜
と
壁
を
と
り
外
し
た
庭
置
で
あ
っ
た
。
。
す
な
わ
ち
替
中
園
の
支
配
は
、
専

門
化
を
内
容
と
す
る

者
2
5
5
H
B宮
♀
に
よ
っ
て
、
事
堂
制
度
と
孔
教
と

に
引
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
す
る
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
書
に
は
、
宋
代
を
紹
封
主
義
に
接
近
し
た
時
代
と
規
定
す
る
、

短
か
い
言
及
が
あ
る
(
六
頁
)
。

こ
の
黙
は
、
私
も
同
意
し
た
い
。

し
か
し
、

そ
の
と
ら
え
方
は
、
以
上
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
呂
田
阿
君
各
氏
の
家
産
制
官
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僚
理
論
に
擦
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
固
定
し
た
想
像
在
、
凡
帳
面
に
科
翠
出

身
官
僚
に
重
ね
て
い
る
。
こ
の
黙
は
、
私
に
と
っ
て
は
不
満
で
あ
る
。
な
る
ほ

ど
宋
代
的
飽
制
は
、

つ
い
に
清
末
ま
で
保
守
さ
れ
お
お
せ
た
が
、
し
か
し
、
そ

こ
に
中
闘
な
り
に
展
開
し
た
近
代
的
合
理
へ
の
志
向
を
、

つ
い
に

儒
教
の
埼

外
に
出
な
か

っ
た
も
の
と
し
て
位
し
去
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
同
じ
く

7
P
H

当

S
R
に
嬢
り
な
が
ら
、
科
血
苧
出
身
官
僚
に
近
代
官
僚
の
特
徴
を
み
よ
う
と

し
た
の
・
穴
・

J
円
白

H
M
m
u
ω
c
g

冊。
F
白

5
2
0HU
同T
U
D刊
の
Y
5
2四
国

EHO由巳円
l

円
曲
巴
ロ
回
m
v
Eユ
OH
一
の
O
D
E
a田口
g
g
Hロ
〉
2
5
p
ω
広口同
D
E
Cロ
H〈-

M
V
B
m
師"の曲一戸内
O

円
E
P
5
g・
は
、
除
り
に
も
楽
観
す
ぎ
る
嫌
い
は
あ
る
が
、

私
は
よ
り
親
近
感
を
お
ぼ
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
自
己
分
裂
し
た
奮

中
園
の
行
方
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
を
著
者
は
近
代
工
業
闘
家
ヨ
D
l

P
2
5
ι
E
2
H
U
-
-
N
E
印

Z
Z
と
す
る

(
序
文
)
。
こ
こ
で
私
の
不
満
は
さ
ら

に
重
ね
ら
れ
る
。
著
者
が
タ
停
統
的
な
、
主
と
し
て
幾
業
的
国
家
か
ら
、
そ
れ

へ
の
過
程
が
清
夫
に
は
じ
ま
り
、
現
在
、
な
お
完
成
を
み
て
い
な
い
近
代
工
業

圏
家
へ
の
推
移
。
と
い
う
ば
あ
い
、
こ
の
近
代
工
業
闘
家
に
、
現
中
華
人
民
共

和
国
を
想
定
し
て
い
る
に
謀
り
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、

先
に
結
論
と
し
て
引

用
し
た
一
文
中
の
、
開
港
場
に
お
け
る
中
園
に
謝
す
る
宅
2
5
5
H
5
3
2
の

飾
窓
と
し
て
の
工
業
化
と
、
現
中
閣
の
枇
曾
主
義
工
業
化
と
を
庖
別
す
る
必
要

を
認
め
な
い
腐
に
、
著
者
は
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
著

者
は
、
工
業
化
の
嫌
い
手
を
問
お
う
と
し
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
私
の
第
二
の
閥
心
に
、
著
者
が
全
く
顧
慮
し
て
い
な
い
よ
う

に
思
え
る
こ
と
と
、
無
線
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員

公
開
競
争
試
験
制
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

一
八
七

O
年
に
は
じ
ま
る
が
、
同
時

に
そ
の
成
、
初
等
教
育
法
が
成
立
し
て
、
は
じ
め
て
園
民
教
育
が
質
施
さ
れ
て

い
る
。

私
に
は
、
闘
民
教
育
の
賓
施
と
時
を
同
じ
く
す
る
公
開
試
験
の
公
開
性

は
、
疑
わ
し
い
と
思
え
る
。
事
賞
、
ラ
ス
キ
は
r

-

現
在
労
働
者
階
級
出
身
の

男
女
に
門
戸
が
解
放
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
政
治
的
官
職
は
、
た
と
え
あ
る
に

し
て
も
僅
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
質
際
は
、
高
級
役
人
連
は
依
然
と
し
て
特

機
階
級
(
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
皐
)
出
身
者
で
あ
り

:'〆

(
前
引
書
)
と
述
ベ
て
い
る
。
か
か
る
事
情
が
、
一
八
七

O
年
の
公
開
試
験
い

ら
い
の

イ
ギ
リ
ス

の
質
情
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
.
嘗
っ
て
、
中
園
の一

角

に
、
当

g
同巾
E
H
B
-
u同円円

の
具
現
者
と
し
て
、
新
時
代
の
飾
窓
を
槌
え
て
み
せ

た
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
一
専
門
科
撃
者
と
し
て
の
、
イ
ギ
リ
ス
人
一
般
で
な
か
っ
た

こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
こ

の
鮎
を
透
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本

書
か
ら
、
種
々

の
教
授
を
得
な
が
ら
も
、
著
者
の
垣
内
間
同
巾
門
口
同
ヨ
官
2

の
機

能
の
み
を
強
調
す
る
見
解
に
、
私
が
侵
終
的
に
同
意
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
た

め
で
あ
る
。

甚
だ
個
人
的
閥
心
に
終
始
し
た
が
、
私
が
そ
の
た
め
に
見
逃
し
て
い
る
債
値

が
、
な
お
多
く
あ
ろ
う
か
と
恐
れ
る。

即
い
て
讃
ま
れ
る
こ
と
を
お
奨
め
し
た

い
。

(
近
藤
秀
樹
)
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