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但
し
書
つ
き
で
あ
っ
て
も
完
全
な
譲
り
で
あ
ろ
う
。
地
方
督
撫
層
あ
る
い
は
軍

閥
、
が
、
帝
国
主
義
の
侵
略
と
農
民
支
配
に
お
い
て
果
し
た
歴
史
的
役
割
を
ぬ
き

に
し
て
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

以
上
、
近
代
史
の
専
門
家
で
も
な
い
わ
た
し
が
、
大
幾
口
は
ば
っ
た
い
批
剣

を
重
ね
て
き
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
い
く
ら
か
思
想
史
に
近
い
こ
と
を
や
っ
て
き

た
私
自
身
に
封
す
る
自
己
批
剣
も
ふ
く
め
て
思
障
な
い
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
思
想
史
を
や
っ
て
い
る
と
、
つ
い
思
想
が
ひ
と
り
歩
き
を
は
じ

め
、
西
洋
の
近
代
が
到
達
し
た
地
鮎
か
ら
、
西
洋
近
代
の
論
理
で
も
っ
て
過
去

を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
思
う
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
、
公
私
の
分
裂
、
内
面
的
領
域
の
確
立
、
近
代
的
両
日
我
の
成
立
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
、
資
本
主
義
的
機
械
制
生
産
の
も
と
で
、
人
間
疎
外
が
進
行

し
、
形
式
的
な
民
主
々
義
の
存
在
が
、
人
々
の
政
治
的
関
心
の
領
域
を
極
限
し

て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
、
中
十
植
民
地
、
宇
封
建
的
篠
件
の
も
と
で
政
治
を

ぬ
き
に
し
て
は
個
人
が
存
在
し
得
な
か
っ
た
中
関
と
で
は
、
近
代
的
個
人
そ
の

も
の
の
様
相
を
異
に
す
る
の
は
至
極
笛
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
の

中
華
人
民
共
和
闘
に
お
い
て
は
、
公
私
の
分
裂
と
い
う
こ
と
は
原
理
的
に
存
在

せ
ず
、
公
日
私
と
し
て
、
ま
た
か
く
あ
る
こ
と
が
倒
人
の
全
面
的
な
開
花
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
ヨ
l
ロ
y

パ
と
異
っ
た
あ
ら
た
な
個

人
が
生
れ
つ
つ
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
公
私
の
分
裂
は
も
は
や
克
服
さ

る
べ
き
不
幸
な
分
裂
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
闘

の
近
代
は
、
中
国
の
現
代
に
連
鎖
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
は
ま
た
創
造
さ
る

べ
き
未
来
の
究
極
的
な
償
値
l
|そ
れ
は
ま
た
我
々
の
創
進
し
よ
う
と
す
る
未

来
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
|
|
に
連
ら
な
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

私
は
今
ま
で
丸
山
異
男
氏
や
野
村
浩
一
氏
の
論
著
か
ら
多
く
の
も
の
を
皐
ば

せ
て
い
た
だ
い
た
。
い
わ
ゆ
る
中
園
事
以
外
の
分
野
九
山
内
り
す
る
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
中
闘
事
の
分
野
に
お
い
て
き
わ
め
て
貴
重
な
管
一
芸
務
を
も
っ
て
い
た

と
思
う
。
こ
う
し
た
思
想
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
私
な
り
に
検
討
し
批
剣
す
る

機
曾
を
奥
え
て
い
た
だ
い
た
わ
け
だ
が
、
野
村
氏
の
「
近
代
政
治
皐
L

特
有
の

用
語
と
陰
影
に
富
む
文
章
は
、
た
え
ず
私
な
り
の
推
測
を
ま
じ
え
て
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
が
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
論
旨
を
誤
解
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。(

小
野

和
子
)

一
川
崎
山
回
数
の
停
来
と
そ
の
弘
通

上
下
二
谷

回

坂

著

興

道

昭
和
三
十
九
年
=
一
月

東
洋
文
庫

A
5剣
一
七
二
六
頁
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本
書
の
著
者
田
坂
輿
道
氏
は
、
昭
和
十
四
年
東
京
帝
大
を
卒
業
、
ひ
き
つ
づ

き
東
方
文
化
事
院
に
あ
っ
て
中
闘
回
数
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
、
そ
の
五
ヶ
年

に
わ
た
る
研
績
の
成
果
は
、
昭
和
十
八
年
、

「支
那
に
於
け
る
回
数
の
侍
来
と

其
の
弘
通
」
と
題
し
、
別
篇
「
回
回
館
謬
語
の
研
究
」
と
共
に
同
皐
院
に
提
出

さ
れ
た
。
爾京市、

著
者
並
び
に
関
係
諸
氏
の
、
問
書
出
版
に
つ
い
て
の
紹
え
ざ

る
希
望
と
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
出
版
は
容
易
に
賀
現
を
見
ず
、

著
者

は
不
幸
に
も
、
去
る
昭
和
三
十
二
年
急
逝
せ
ら
れ
た
。
そ
の
問
、
著
者
は
右
書

を
基
に
い
く
つ
か
の
論
文
を
諸
誌
に
後
表
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、

綜
合
的
な
中

国
回
数
史
を
後
表
す
る
用
音
山
の
あ
る
事
を
、
論
文
の
は
し
は
し
に
表
明
し
て
お

ら
れ
た
の
で
、
我
々
後
進
は
、
そ
の
設
表
の
一
日
も
早
か
ら
ん
事
を
願
い
績
け
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て
い
た
。
宰
に
も
こ
の
希
望
は
、
昨
年
、
関
係
諸
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
、
よ
う

や
く
に
し
て
満
た
さ
れ
、
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
紹
介
で
き
る
に
至
っ
た
事
を
、

ま
ず
よ
ろ
こ
び
た
く
思
う
。

本
書
は
、
上
下
二
谷
に
分
た
れ
、
上
谷
に
は
、
著
者
遺
影
、
故
和
田
清
筒
士

の
序
、
著
者
年
譜
及
び
著
述
目
録
、
昭
和
二
十
一
年
付
の
序
言
、
凡
例
に
つ
づ

い
て
、

〈
序
論
〉
序
章
、
第
一

J
第
三
章
を
収
め
、
つ
い
で

〈
本
論
〉
に
入

り
、
第
一

J
第
三
章
に
お
い
て
、
唐
代
よ
り
元
代
に
至
る
中
関
回
数
史
の
諸
問

題
を
時
代
別
に
論
じ
、
下
容
に
は
、
第
四
J
第
六
の
三
章
を
つ
い
や
し
て
、
明

代
に
お
け
る
諸
問
題
と
、
中
闘
に
お
け
る
回
数
文
化
の
様
相
が
論
ぜ
ら
れ
、
最

後
に
、
〈
結
論
〉
、
参
考
文
献
要
目
、
英
文
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
若
干
の
感
想
を
述
べ
る
事
に
し
た
レ
と
思

う
が
、
な
に
ぶ
ん
に
も
一
七

O
O頁
を
越
え
る
怖
る
べ
き
大
箸
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
論
述
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
渉
る
の
で
、
興
え
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
、
逐

一
章
を
お
っ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
事
は
断
念
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ

て
、
こ
こ
で
は
、
本
事
の
内
容
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
直
し
て
、
著
者
が
、
中

園
回
数
史
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
何
を
解
明
す
べ
き
問
題
と
考
え
ら
れ
、
ま

た
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
解
答
を
用
意
さ
れ
た
か
を
、
筒
軍

に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
ま
ず
第
一
に
著
者
が
問
題
に
さ
れ
た
の
が
、
「
回
数
」
な
る
名
稽
の

由
来
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
も
通
俗
的
な
説
明

は
、
回
絃
(
ウ
イ
グ
ル
)
族
が
イ
ス
ラ
l
ム
教
を
奉
じ
た
が
放
に
、
「
団
結
の

宗
教
」
の
意
味
で
「
回
数
」
な
る
名
稽
が
生
じ
た
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者

は
、
回
紘
が
奉
じ
た
の
は
マ
ニ
数
で
あ
っ
て
、
決
し
て
イ
ス
ラ
l
ム
教
で
は
な

か
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
の
俗
説
の
成
立
し
え
な
い
事
を
明
白
に
す
る

一
方
、
こ
の
回
数
と
は
、
「
回
回
の
宗
教
」
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
「
回
回
」

と
は
、
ウ
イ
グ
ル
を
表
す
団
結
・
回
鱗
の
鱒
馨
語
の

一
つ
と
し
て
、
遼
末
に
、

カ
ラ
・
ハ

l
ン
(
イ
レ
タ
・
ハ

l
ン
)
園
を
指
す
種
族
的
名
穏
と
し
て
始
め
て

用
い
ら
れ
、
以
後
時
代
を
経
る
と
共
に
、

回
絃

・
回
鶴
と
も
混
用
さ
れ
て
、

西

方
異
民
族
の
一
般
的
呼
稽
で
あ
る
「
西
胡
」
な
い
し
「
諸
色
目
」

と
同
様
の
底

い
意
味
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
彼
等
の
多
く
、
が
イ
ス
ラ
l
ム
数
を
奉
じ
た
、か
故

に
、
お
よ
そ
元
の
世
組
の
時
代
に
な
っ
て
、

イ
ス
ラ
!
ム
数
徒
の
意
味
に
限
定

さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
所
説
の
内
、
「
回
回
」
な
る
語
が
、

も
と
も
と
は
カ
ラ

・
ハ
l
ソ
園
の
み
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
、

確
か
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
「
回
回
」
な
る
語
の
用
例
を
庭
く
諸

史
料
よ
り
蒐
集
し
て
、
検
討
す
る
必
要
か
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
回
数
な
る
名
稼
に
つ
い
て
の
所
論
は
、
本
書
全
慢
の
序
論
を
篤
す
も
の

で
あ
る
が
、
つ
い
で
本
論
に
入
る
と
、
著
者
は
次
の
諸
黙
の
解
明
に
意
を
そ
そ

が
れ
た
の
で
あ
る
。

付
回
数
の
中
闘
停
来
の
過
程
。

す
な
わ
ち
、
七
位
紀
の
前
半
、
ア
ラ
ヒ
ヤ
半
島
に
お
こ
っ
た
イ
ス
ラ
l
ム
教

が
、
如
何
に
し
て
中
国
に
停
来
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解

く
に
あ
た
っ
て
は
、

ω回
数
の
中
園
侍
来
の
時
期
、

ω回
数
木
園
に
つ
い
て
の

中
園
人
の
知
識
、

ω中
園
周
遊
諸
地
核
に
お
け
る
回
数
の
受
容
と
そ
の
弘
通
の

状
況
、

ω右
の
諸
地
域
と
中
園
と
の
交
渉
、
の
四
黙
が
主
と
し
て
考
察
の
封
象

と
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
、
東
西
交
渉
史
な
い
し
中
園

周
遊
史
の
分
野
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、

一
見
中
国
回
数
史
の
研
究
と
は
閥
係

が
薄
い
か
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
貧
は
、
こ
の
問
題
を
大
き

く
と
り
上
げ
、
そ
の
解
明
に
つ
と
め
ら
れ
た
所
に
、
従
来
の
中
園
回
数
史
と
は

異
る
本
書
の
一
大
特
色
を
見
出
し
得
る
様
に
思
う
。
著
者
が
、
特
に
こ
れ
ら
の

問
題
の
解
明
に
つ
と
め
ら
れ
た
の
は
、
中
国
の
回
数
徒
佐
倉
が
、
中
国
周
遊
の

-114ー
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回
数
一
位
曾
よ
り
す
る
回
数
徒
の
流
入
と
定
着
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
た

と
の
見
通
し
を
持
た
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
見
通
し
が
誤
り
な
い
も
の
で

あ
る
事
は
、
何
人
も
了
承
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
問
勉
に

つ

い
て
、
著
者
は
如
何
な
る
解
答
を
示
さ
れ
た
か
、
以
下
簡
箪
に
紹
介
す
る
事
に

1
V
ト
J
h

円ノ
。

ま
ず
、
回
数
の
中
園
侍
来
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

惰
開
皇
年
開
設
を
は
じ
め

と
す
る
諸
説
に
、
逐
一

検
討
を
加
え
ら
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
が
、
全
て
後
世
の

作
矯
的
説
話
に
す
ぎ
ず
、
史
的
事
賞
と
し
て
は
到
底
承
認
出
来
な
い
も
の
で
あ

る
事
を
明
確
に
せ
ら
れ
た
。
こ
の
著
者
の
結
論
は
、
恐
ら
く
は
正
し
い
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
と
い
っ
て
、
著
者
自
身
が
こ
れ
ら
に
代
る
新
し
い
年
代
を
提
示
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
所
に
、
・
こ
の
所
論
の
弱
黙
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
勿
論
、

こ

の
問
題
は
、
も
と
も
と
正
確
な
年
代
を
上
げ
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
と

も
思
う
が
、
倫
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
事
に
、
注
意
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
回
数
停
来
の
時
期
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
過
程
に

お
い
て
、
著
者
が
、
創
建
清
員
寺
碑
・
大
同
域
内
清
真
寺
・
泉
州
清
奨
寺
・

庭

東
懐
聖
寺
の
建
置
年
代
、
ま
た
中
園
回
数
侍
設
に
し
ば
し
ば
そ
の
名
の
見
え
る

ワ
ッ
カ
l
ス

(
巧

Z
包
凹
斡
葛
思
)
な
る
人
物
の
事
蹟
等
に
つ
い
て
、
明
確
な

結
論
を
出
さ
れ
た
事
は
、
極
め
て
有
盆
で
あ
っ
た
。

次
に
、
回
数
本
因
す
な
わ
ち
ア
ラ
ビ
ヤ
牢
島
に
つ
い
て
、
各
時
代
の
中
園
人

が
如
何
な
る
知
識
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
唐
代
の
中
国
人
が、

ア
ラ
ビ
ヤ
牢
島
に
お
け
る
新
宗
教
の
成
立
事
情
を
如

何
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
宋
・
元
・
明
の
各
時

代
に
お
け
る
中
園
人
の
知
識
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
た
。
し
か
し
、
限
定
さ
れ
た

史
料
、
特
に
放
行
記
等
に
み
え
る
特
定
の
中
国
人
の
知
識
を
も
っ
て
、
一
般
の

中
園
人
の
知
識
と
考
え
て
よ
い
か
は
、
若
干
問
題
の
あ
る
所
で
あ
る
か
ら、

こ

こ
で
は
、
明
代
に
天
方
及
び
メ
ッ

カ
が
、
西
方
伊
土
の
理
想
境
と
し
て
把
但
蝕
さ

れ
る
傾
向
が
存
し
た
と
す
る
著
者
一の
指
摘
が
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ

る
事
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

つ
い
で
、
中
園
周
遊
諸
地
域
の
回
数
事
情
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
中
央
ア
ジ

ア
、
特
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
カ
ラ

・
ハ
l
ン
朝
の
時
代
に
、
カ

1

シ
ュ
ガ
ル

・
ホ
タ

ン
の
一
帯
が
回
数
化
し
、
ま
た
骨
同
時
イ
ス
ラ
l
ム
商
人

が
、
腐
く
蒙
古
方
面
に
か
け
て
活
動
し
た
事
を
、
特
に
西
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
に

お
け
る
回
数
事
情
に
閥
連
さ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
を
手
始
め
に
、
ホ
1
ラ

ズ
ム
王
薗
及
び
元
代
東
ト
ル
キ
ス

タ
ー
ン
の
回
数
事
情
を
論
じ
、

さ
ら
に
進
ん

で
は
東
ト
ル

キ
ス
タ
ー
ン
の
回
数
化
が
、
中
国
で
は
明
朝
の
時
代
に
あ
た
る
兎

チ
ャ
ガ

タ
イ
・
ハ
l
ン
園
の
時
代
に
促
進
さ
れ
、
最
後
ま
で
悌
教
的
色
彩
の
強

か
っ
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
l
ン
も
、
正
統

・
景
泰
の
交
に
は
回
教
化
し
、
そ
の
趨
勢

d

一

は
、
以
後
ま
す
ま
す
設
展
し
た
と
結
論
さ
れ
た
。
次
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
回
数

出

事
情
に
つ
い
て
は
、

ジ
ャ
ワ
・
ボ
ル
ネ
オ

・
チ
ャ
ン
パ

・
ス
マ

ト
ラ
、
さ
ら
に

一

イ
ン
ド
に
お
け
る
回
数
事
情
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、

ィ
，ス
ラ
l
ム
商
人
の
進
出

や
回
数
徒
政
権
の
成
立
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
回
数
が
設
展
し
た
様
相

を
論
述
せ
ら
れ
た
。

こ
の
中
央
ア
ジ
ア
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
け
る

回
数
事
情
に
つ

い
て
の
著
者
の
研
究
は
、
大
局
的
に
は
正
維
な
結
論
を
導
き
出

さ
れ
て
い
る
援
に
は
思
う
が
、
細
か
い
鮎
に
な
る
と
、
著
者
自
身
も
認
め
ら
れ

て
い
る
様
に
、
各
時
代
各
地
域
の
専
門
家
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
明
代
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
を
扱
っ
た
部
分
に
つ

い
て
い
え
ば
、
根
本
史
料
で
あ
る

「タ
l
リ
l
ヒ
・
ラ
シ
l
-アィ
l
」
を
全
く

利
用
さ
れ
な
か
っ

た
矯
に
、
モ
グ
l
リ

ス
タ
ー
ン
汗

ユ
l
ヌ
ス
の
子
で
あ
る
ア

フ
マ

ッ
ド
を
、
ス
ル
タ
l
ン
・
ア
リ
l
の
子
と
さ
れ
た
り
、
ま
た
こ
の
地
域
に

特
長
的
に
み
ら
れ
る
回
数
の
一
神
秘
主
義
的
傾
向
に
つ

い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
論
及
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さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
こ
れ

ら
諸
地
域
の
回
数
事
情
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
の
記
述
が
一
つ
の

出
設
貼
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。

次
に
、
中
園
周
遊
の
回
数
圏
諸
地
域
と
中
闘
と
の
交
渉
で
あ
る
が
、

著
者

は
、
イ
ス
ラ
|
ム
勃
興
以
前
に
お
け
る
雨
者
の
交
渉
よ
り
は
じ
め
て
、
唐
・
五

代

・
宋
(
南
宋
は
除
く
)
・
遼

・
金

・
元

・
明
各
王
朝
時
代
の
交
渉
を
順
次
論

ぜ
ら
れ
た
が
、
中
で
も
梢
彩
を
放
つ
の
は
、
宋

・
明
雨
朝
時
代
に
つ
い
て
の
記

述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
宋
代
に
つ
い
て
は
、
従
来
カ
リ
フ
の
名
に
お
い

て
の
み
行
わ
れ
て
い
た

所
の
西
方
よ
り
の
選
使
来
貢
が
、
こ
の
時
代
に
な
る

と
、
カ
リ
フ

の
み
な
ら
ず
、

地
方
有
力
都
市
も
し
く
は
溺
立
的
政
機
、
航
海
貿

易
業
者
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
事
質
を
、
史
料
の
鋭
い
分
析
を
通

じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
明
代
に
つ
い
て
は
、
明
貧
鍛
を
史
料
に
「
回
数
諸
風
通

好
表
自
供
武
初
至
天
啓
末
年
L

と
題
す
る
通
好
表
を
作
成
さ
れ
、

何
時、

如

何
な
る
園

(
な
い
し
人
物
)
か
ら
、
誰
が
、
何
の
目
的
で
来
朝
し
た
か
を
一
目

瞭
然
た
ら
し
め
、
こ
の
表
の
分
析
を
通
じ
て
、

明
代
に
は
西
方
よ
り
の
入
貢
関

数
が
八
十
七
の
多
き
に
の
ぼ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
入
貢
は
主
と
し
て

永
築
初
年
よ
り
天
順
初
年
に
及
ぶ
五

・
六
十
年
間
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
後
は
急

速
に
衰
退
す
る
に
至
っ
た
事
賞
を
明
白
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
衰
退
、
か
、

中
図
的
回
数
世
曾
成
立
の
篤
の
一
つ
の
大
き
な
要
素
と
な
っ

て
い
る
事
買
に
も

言
及
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

「
華
夷
誇
語
」
の
一
種
で
あ
る
「
回
回
館
隷
語
」
に

み
え
る
衆
文
と
、
「
西
域
同
文
表
」
中
の
回
回
館
表
文
を
整
理
検
討
さ
れ、

こ

れ
ら
の
来
文
・
表
文
の
設
遺
者
名
、
使
者
名
、

貢
物
、
目
的
を
や
は
り

一
表
に

ま
と
め
て
提
示
さ
れ
た
の
は
、
今
後
の
研
究
に
大
き
な
便
宜
を
輿
え
る
も
の
と

い
え
る
。
さ
ら
に
叉
、
明
質
録
を
基
に
、
西
方
及
び
北
方
か
ら
、
如
何
に
多
く

の
回
数
徒
が
、
明
朝
に
来
鋪
し
定
住
し
た
か
を
、

二
つ
の
表
に
ま
と
め
ら
れ
、

成
化
の
中
頃
を
も
っ
て
回
数
徒
の
来
錦
定
住
の
現
象
が
一
段
落
し
、
そ
れ
以
後

は
、
中
闘
回
数
徒
一
位
舎
に
外
来
的
要
素
が
加
わ
る
機
合
同
が
減
少
し
た
事
賞
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
ο

著
者
苦
心
の
賜
で
あ
る
こ
れ
ら
の
諸
表
は
、
今
後
の
我
々
の

研
究
に
大
き
く
寄
興
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
が
、

そ
の
基
礎
と
な

っ
た
明
貫
録
に
は
、
周
知
の
如
く
、
種
々
の
寓
本
の
系
統
が
あ
り
、
著
者
が
表

中
に
記
紋
さ
れ
た
人
名

・
地
名
等
の
中
に
は
、
他
の
潟
本
に
よ
っ

て
訂
正
す
べ

き
も
の
が
若
干
存
在
す
る
事
(
例
え
ば
、

一
O
二
六
頁
に
二
ケ
所
現
わ
れ
る
亦

速
力
火
者
王
は
亦
迷
力
火
者
王
)
と
、
表
の
中
に
は
、
そ
の
名
か
ら
は
回
数
徒

と
み
な
し
難
い
者

(例
え
ば
、
一

O
五
七
頁
に
み
え
る
他
力
胤
敏
何
禿
、
愛
思

着
見
〈
梁
氏
本
で
は
愛
鬼
着
児
〉
な
と
)
ま
で
も
記
放
さ
れ
て
い
る
事
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
叉
、
若
者
は
、
蒙
古
地
方
よ
り
明
朝
に
汲
遣
さ
れ
た

使
節
の
中
に
、
回
数
徒
と
み
な
さ
れ
る
者
が
如
何
に
多
い
か
に
つ
い
て
も、

一

表
を
作
成
さ
れ
た
が
、
著
者
が
、
故
和
田
博
士
の
研
究
を
綴
承
し
て
蒙
古
地
方

に
お
け
る
回
数
徒
の
活
動
を
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
事
は
敬
服
に

た
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
で
問
題
が
全
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
我

々
に
は
、
著
者
が
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
蒙
古
史
料
な
い
し
イ
ス

ラ
I

ム
史
料
を
検
討
す
る
作
業
が
残
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
問
題
の
解

明
に
は
、

蒙
古
ラ
マ
数
史
の
研
究
が
不
可
紋
の
も
の
で
あ
る
事
は
申
す
ま
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
で
回
数
の
中
関
傍
来
の
過
程
に
闘
す
る
著
者
の
所
設
の

紹
介
を
お
わ
る
が
、
要
す
る
に
、

こ
の
第

一
の
問
題
に
つ
い
て
の
著
者
の
研
究

は
、
主
と
し
て
、
西
方
な
い
し
南
方
へ
の
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
が
、
如
何
な
る
状

況
の
下
に
中
国
へ
流
入
し
た
か
と
レ
う
、
そ
の
状
況
の
解
明
に
力
を
そ
そ
が
れ

た
も
の
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
第
二
の
問
題
に
う
つ
ろ
う
。

口
中
闘
に
お
け
る
回
数
設
展
の
緩
相
。

す
な
わ
ち
、
西
方
よ
り
侍
来
し
た
回
数
が
、
中
関
内
部
に
お
い
て、

如
何
な

n
h
u
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る
過
程
を
へ
て
祉
曾
史
的
・
思
想
史
的
設
展
を
と
げ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ω中
園
人
の
回
数
徒
観
l
侯
回
相
互
の
閥
係
、

ω歴
代
王
朝
の
回
数
徒
に
謝
す
る
態
度
、

ω回
数
徒
の
分
布
欣
態
、

ω回
数
徒

の
生
活
紋
態
、

ω中
闘
回
数
文
化
の
様
相
の
五
駄
が
主
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
特
に
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
「
中
闘
じ
お
け
る
回
数

徒
と
非
回
数
徒
た
る
漢
人
と
の
、
所
謂
回
漢
封
立
は
、
思
に
現
在
に
お
け
る
政

治
的

・
枇
曾
的
重
要
問
題
で
あ
る
の
み
で
は
な
い
。
回
数
徒
の
過
去
の
設
展
に

際
し
て
常
に
相
関
係
し
、
ま
た
将
来
も
し
か
あ
る
べ
き
、
中
国
回
数
徒
祉
曾
の

成
長
の
上
に
、
重
大
な
る
素
因
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
様
に
、

そ
の
解
明
は
、
中
国
的
回
数
徒
枇
曾
の
質
態
を
究
明
す
る
に
骨闘っ

て
、
不
可
倣

の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
著
者
は
、
未
だ
回

数
徒
の
は
な
ば
な
し
い
活
動
の
み
ら
れ
な
い
唐

・
五
代
の
頃
は
と
も
か
く
と
し

て
、
宋
代
に
な
る
と
、
回
数
徒
の
風
俗
・
信
仰
は
、
中
園
人
に
よ
っ
て
好
事
的

に
、
そ
の
富
豪
高
官
修
は
羨
望
の
限
を
も
っ
て
み
ら
れ
る
に
至
り
、
元
代
に
な
る

と
、
そ
の
風
俗
は
異
端
視
さ
れ
、
そ
の
富
豪
ぶ
り
は
僧
怒
の
封
象
と
す
ら
な
っ

て
、
こ
こ
に
、

今
日
ま
で
綴
拙
制
す
る
漢
回
封
立
の
根
底
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
傾

向
は
明
代
に
入
っ
て
も
ま
す
ま
す
強
く
、
祉
倉
一
般
の
回
数
徒
に
謝
す
る
反
感

の
念
は
、
も
は
や
抜
き
難
い
も
の
と
な
っ
た
と
結
論
さ
れ
た
。

一
方
、
回
数
徒

の
中
闘
文
化
に
封
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
回
数
徒
の
中
に
は
中
園
文
化
を
錨

取
し
、
中
図
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
者
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
結
局
は
、
回

数
徒
は
中
国
文
化
に
同
化
す
る
事
な
く
、
ま
た
こ
の
中
園
文
化
と
の
非
同
化

性

・
非
融
合
性
の
故
に
、
か
く
も
長
い
年
月
に
渉
っ
て
、
中
園
枇
禽
の
中
に
特

異
な
位
置
を
占
め
つ
づ
け
得
た
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
著
者
の
結
論
は
、

多
く
の
西
方
停
来
の
諸
宗
教
が
、
時
代
と
共
に
中
園
文
化
に
同
化
吸
収
さ
れ
て

い
っ
た
事
貨
を
思
い
浮
べ
る
時
、
確
か
に
問
題
の
核
心
を
つ
い
た
も
の
と
し
て

理
解
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
非
融
合
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
回
数
徒

舵
曾
が
、
特
に
清
朝
以
降
、
多
く
の
漢
人
改
宗
者
を
獲
得
し
得
た
の
は
何
故

か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
は
、
な
お
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
事
に
注
意

し
た
い
。

次
に
、
歴
代
王
朝
の
回
数
徒
に
劃
す
る
態
度
に
つ

い
て
は
、
元
朝
時
代
、
回

数
徒
が
所
謂
色
白
人
の
有
力
分
子
と
し
て
特
別
の
待
遇
を
輿
え
ら
れ
た
事
は
勿

論
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
他
教
徒
に
比
し
て
絡
別
優
遇
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

事
を
強
調
さ
れ
、
ま
た
明
朝
時
代
に
つ
い
て
は
、
国
初
に
お
け
る
若
干
の
例
外

を
除
い
て
、
差
別
待
遇
を
加
え
ら
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
事
を
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
朱
元
琢
を
回
数
徒
と
み
な
す
設
の
あ
る
事
に
注

意
さ
れ
、
こ
れ
に
批
剣
を
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

つ
い
で
、
回
数
徒
が
如
何
な
る
地
域
に
分
布
し
て
い
た
か
の
問
題
で
あ
る

が
、
ま
ず
唐
代
に
は
、
腐
州
や
海
南
島
を
中
心
に
、
長
安

・
揚
州
に
も
若
干
存

在
し
て
い
た
事
を
推
定
さ
れ
、
五
代
に
な
っ
て
も
、
こ
の
状
況
は
あ
ま
り
嬰
化

せ
ず
、
特
に
南
撲
の
首
都
と
な
っ
た
慶
州
が
回
数
徒
の
中
心
地
で
あ
っ
た
事
を

明
設
さ
れ
、
ま
た
南
波
の
劉
氏
を
回
数
徒
と
み
な
す
見
方
に
封
し
、
そ
の
正
し

か
ら
ざ
る
事
を
指
摘
さ
れ
た
。
宋
代
に
も
、
厳
州

・
泉
州

・
杭
州
等
の
沿
岸
地

域
が
回
数
徒
の
中
心
地
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
つ
づ
け
た
が
、
元
代
に
な
る

と
、
「
元
時
四
回
週
天
下
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、
回
数
徒
は
甘
粛

・
険
西

・
京

包
線
沿
線

・
雲
南
・
爾
建

・
江
漸
及
び
直
隷
等
の
際
い
地
域
に
分
布
定
着
し
、

明
代
に
は
、
甘
粛
・

寧
夏

・
除
西

・
河
北

・
山
東

・
河
南

・
江
蘇

・
掘削江

・
一附

建

・
慶
東

・
雲
南
の
諸
地
域
に
分
布
し
、

軍
に
大
都
曾
の
み
な
ら
ず
、
迭
部
な

地
方
の
都
邑
に
も
回
数
徒
が
進
出
定
着
し
た
事
賞
に
注
意
さ
れ
た
り

次
に
、
回
数
徒
の
生
活
吠
態
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
唐
よ
り
宋
に
至
る
時
代
、

回
数
徒
が
都
市
内
の

一
定
の
地
域
、
す
な
わ
ち
蕃
妨
等
に
居
住
し
て
、
自
治
的
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な
共
同
慢
を
構
成
し
、
治
外
法
制
他
的
な
自
由
と
、
植
民
地
的
生
活
様
式
を
維
持

し
つ

e

つ
け
た
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
回
数
徒
の
中
に
は
、
そ
の
商
業
活
動
に
よ

っ
て
獲
得
し
た
富
を
も
っ
て
、
公
共
事
業
(
獄
の
修
理
・
皐
校
の
建
設
等
)
に

参
加
す
る
者
も
あ
っ
た
事
賓
に
も
論
及
さ
れ
、
従
来
の
桑
原
総
務
博
士
等
に
よ

る
研
究
を
一
歩
前
進
さ
せ
て
お
ら
れ
る
。
つ
い
で、

元
代
に
な
っ
て
も
、
右
の

欣
態
は
あ
ま
り
襲
化
を
見
せ
な
か
っ
た
が
、
明
代
に
な
る
と
、
宋
・
元
時
代
の

如
く
、
政
治
的
・
経
済
的
に
巨
大
な
楢
カ
を
ふ
る
う
者
が
稀
に
な
る
と
同
時

に
、
そ
の
枇
曾
が
む
し
ろ
困
窮
の
様
相
を
呈
し
始
め
て
い
る
事
賓
と
、
従
来
大

都
市
内
の
-
定
直
域
に
の
み
居
住
し
て
い
た
回
教
徒
が
、
諸
地
方
に
分
散
し

て
、
中
園
人
枇
合
同
と
密
接
な
閥
係
を
も
つ
に
至
っ
た
事
賓
を
、
特
に
、
外
来
回

数
徒
に
多
く
み
ら
れ
る
漢
姓
漢
名
の
採
用
、
漢
人
婦
女
子
と
の
雑
婚
、
さ
ら
に

は
回
数
徒
流
賊
の
畿
生
等
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

さ
ら
に
は
、
「
李
白
成
は
回
数
徒
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
一
つ
の
結
論

を
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
明
代
回
数
徒
吐
曾
を
研
究
し
た
部
分
は
、
本
書
の
中

で
も
特
に
優
れ
た
着
想
に
満
ち
、
教
え
ら
れ
る
所
が
多
い
。

最
後
に
、
中
園
回
数
史
の
文
化
史
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
第
五
章
「
中
図
的
回
数
数
皐
の
勃
興
」
、
第
六
章

「
中
闘
に
お
け
る
回
数
文
化
」
の
二
章
が
、
専
ら
そ
の
論
述
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
d

す
な
わ
ち
、
第
五
章
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
中
闘
に
停
来
し
た
回
数
が
、

ベ
ル
シ
ャ
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
事
を
、
回
数
用
語
な
い
し
回
数
文
献

の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
つ
い
で
、
回
数
徒
の
中
に
は
時
代
と
共
に

中
図
的
数
養
を
身
に
つ
け
、
回
数
を
儒
教
思
想
で
解
寝
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
現

わ
れ
は
じ
め
た
事
に
注
意
さ
れ
、
明
末
、
王
岱
輿
、
張
中
、
馬
明
龍
ら
に
よ
っ

て
漢
文
で
書
か
れ
た
回
数
数
典
の
解
稼
書
、
典
砲
の
指
針
書
が
出
現
し
た
事
を

紹
介
さ
れ
、
こ
れ
を
中
図
的
回
数
数
皐
と
名
付
け
ら
れ
た

J

こ
の
中
図
的
回
数

数
撃
に
つ
い
て
の
著
者
の
研
究
は
、
や
や
書
誌
接
的
傾
向
が
張
く
、
思
想
史
の

立
場
か
ら
の
検
討
は
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

ρ

次
に
第

六
章
で
は
、
中
国
に
侍
来
し
た
回
数
文
化
を
、
飲
食
物
・
象
莱
隻
陸
・
立
日
集
等

に
つ
い
て
個
別
的
に
概
観
さ
れ
た
後
、
特
に
重
要
と
み
ら
れ
る
天
文
麿
法
関
係

に
つ

い
て
は
、
ま
ず
「
元
史
」
天
文
志
に
み
え
る
西
域
儀
象
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

に
「
元
秘
書
監
志
」
に
み
え
る
西
域
の
文
献
及
び
儀
器
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ

原
語
名
へ
の
復
原
に
努
力
さ
れ
た
後
、
所
謂

「
回
回
暦
法
」
の
性
格
と
、

「回

回
天
文
書
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
前
者
が
、
純
然
た
る
回
数
暦
で
は
な
く
、

イ
ラ
ン
の
暦
法
や
そ
の
名
僻
を
あ
わ
せ
用
い
た
も
の
で
あ
る
事
、
ま
た
後
者

が
、
天
文
翠
よ
り
も
占
星
皐
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
述
べ
ら

れ
、
最
後
に
、
回
目
暦
法
が
J

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
東
漸
と
共
に
、
西
洋
暦
法

に
そ
の
地
位
を
ゆ
ず
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
》

以
上
の
諸
問
題
を
線
括
し
て
、
著
者
は
、
中
園
的
回
数
融
合
同
の
成
立
期
を
明

代
後
葉
に
求
め
、
こ
の
時
迄
に
形
成
さ
れ
た
中
国
的
回
数
世
曾
は
、
清
朝
時
代

に
入
っ
て
も
そ
の
本
質
を
か
え
る
事
な
く
、
惰
性
的
・
総
綴
的
に
存
在
し
つ
。つ

け
た
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
本
書
の
紹
介
を
終
り
た
い
と
思
う
が
、
品
開
他
に
気
の
つ

レ

た
貼
を
あ
げ
る
と
、
回
数
徒
人
名
の
ア
ラ
ビ
ヤ
語
な
い
し
ベ
ル
シ
ャ
語
へ
の
柿判

定
に
若
干
納
得
出
来
な
い
も
の
の
み
ら
れ
る
事
と
、
ま
た
こ
れ
ら
回
数
徒
的
な

名
前
を
も
っ
た
者
が
、
全
て
回
数
徒
と
し
て
の
生
活
を
迭
っ
て
い
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
も
、
術
検
討
の
徐
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
各

末
の
参
考
文
献
要
目
は
、
相
酋
完
備
し
た
も
の
の
様
で
は
あ
る
が
、
倫
詳
し
く

は
、
渡
透
宏
編

「
イ
ス
ラ
ム
記
事
目
録
|著
者
別
l
」

(
一
九
六
?
年
、

編
者

油
印
)
、

H
E
m
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U
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S
5
5
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・
E
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S
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0・
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の
曲
目
げ
ユ

ι同
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w
m
∞・
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E
M】
主
冊
目
叩
口
同

S
H
Y四
回
口

n
r
w
M
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E
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n
E印

(
同
由
日
出
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Hu
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等
に
よ
っ
て
補
う
必
要
が
あ
ろ
う
c

ま

た
、
本
書
に
索
引
が
附
せ
ら
れ
な
か
っ
た
事
は
残
念
で
あ
っ
た
。
な
お
、
最
初

に
お
こ
と
わ
り
し
た
如
く
、
本
稿
で
は
、
一
色
々
の
章
節
ご
と
に
内
容
を
紹
介
す

る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
次
に
示
す
〈
本
論
〉
の
目
次
(
節
は
さ
ら
に
項

に
分
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
〉
を
参
照
し
て
、
論
述
の
所
在
箇
所
を
推

定
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

第
一
章
回
数
の
中
闘
停
来
に
闘
す
る
諸
説
と
そ
の
批
剣

第
一
節
階
関
皇
年
間
説
、
第
二
節
階
大
業
年
間
説
、
第
三
節
唐
武

徳
年
間
説
、
第
四
節
唐
貞
観
二
年
説
、
第
五
節
唐
貞
観
六
年
説
、
第

六
節
唐
永
徽
二
年
設
及
び
結
論

第
二
章
唐
宋
時
代
の
中
闘
に
お
け
る
回
数
徒

第
一
節
唐
宋
人
の
「
大
金
」
に
関
す
る
知
識
と
省
時
の
南
海
地
方
に
お

け
る
回
数
徒
の
活
動
第
二
節
唐
宋
時
代
の
中
園
に
往
来
在
留
せ
る
回

数
徒
、
第
三
節
唐
代
の
回
紘
の
宗
教
は
回
教
に
あ
ら
ず
、
第
四
節
疏

動
及
び
子
開
地
方
の
回
数
化

第
三
章
元
朝
治
下
に
お
け
る
中
閣
の
回
教
徒

第
一
節
家
古
族
の
勃
興
と
回
教
徒
、
第
二
節
元
朝
治
下
の
中
闘
に
お

け
る
回
数
徒
の
分
布
、
第
三
節
被
治
者
と
し
て
の
回
数
徒
|
家
古
主
権

と
回
教
徒
と
の
閥
係
、
第
四
節
元
代
に
お
け
る
回
数
徒
と
漢
人
と
の
闘

係
第
四
章
中
劇
的
回
数
従
祉
禽
の
成
立

第
一
節
元
明
鼎
革
の
回
数
徒
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
明
代
淡
人
の
回
数
徒

に
封
す
る
限
度
、
第
二
節
明
朝
と
回
数
徒
と
の
交
渉
|
特
に
回
数
徒
の

中
園
へ
の
移
住
、
第
三
節
回
教
徒
の
愛
展
と
中
図
的
回
数
祉
曾
の
成
立

第
五
章
中
図
的
回
数
数
事
の
勃
興

第

一
節
中
園
へ
侍
来
せ
る
回
数
の
特
色
第
二
節

中

国

回
数
数
撃
勃

興
の
基
礎
、
第
三
節
明
末
に
お
け
る
中
国
回
数
数
事
の
勃
興

第
六
章
中
園
に
お
け
る
回
数
文
化

第
一
節
中
固
に
お
け
る
回
数
文
化
の
綜
槻
、
第
二
節
札
馬
刺
丁
の
西

域
儀
象
、
第
三
節

「
元
秘
書
監
志
」
に
見
え
る
西
域
の
文
献
及
び
儀
様、

第
四
節

目
回
暦
法
と
回
回
天
文
書

第
五
節
欧
洲
文
明
の
東
漸
と
回

国
暦
法
の
運
命

と
も
か
く
、

本
書
が
、
我
園
に
お
け
る
中
園
イ
ス
ラ
l
ム
枇
曾
研
究
史
上

に
、
不
滅
の
地
位
を
占
め
得
る
も
の
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
本

書
の
記
述
が
明
代
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
以
上
、
綜
合
的
な
中
園
回
数
史
は
、

清
代
回
数
史
の
研
究
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
我
園
に
お
け
る
中
園
回
数
史
研
究
が
、
わ
ず
か
に

中
国
吉
信
氏
ら
二
、

三
の
篤
撃
の
土
に
よ

っ
て
の
み
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
現

欣
は
、
ま
こ
と
に
残
念
に
恩
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
勿
論
、
中
園
回
数
史
の
研
究

に
は
、
漢
文
史
料
の
讃
解
力
は
も
と
よ
り
、
イ

ス
ラ
l
ム
皐
一
般
に
つ
い
て
の

知
識
、
ア
ラ
ピ
ヤ
語

・
ベ
ル
シ
ャ
語
の
基
礎
的
知
識
が
不
可
飲
の
も
の
で
あ
る

か
ら
に
は
、
相
笛
の
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
事
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、

本
書
の
出
版
を
機
に
、
新
し
い
研
究
者
が
綴
々
登
場
し
て
、
我
々

に
新
ら
し
い

知
見
を
加
え
ら
れ
ん
事
を
切
に
希
望
す
る
。

い
た
ら
ぬ
紹
介
に
終
っ

た
事
を
讃
者
の
諸
氏
に
お
詫
び
す
る
と
共
に
、
著
者

の
御
冥
一
臓
を
祈
り
つ
つ
筆
を
お
く
。
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