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敢
て
濁
断
的
感
想
を
陳
ね
た
。
著
者
の
再
度
の
数
一示
を
乞
い
願
う
。

な
お
本
書
の
書
-
評
と
し
て
、
薄
井
俊
二
氏
(
「
九
州
大
皐
中
園
哲
察
論
集」

第
十
三
鋭
、
一
九
八
七
年
十
月
)
と
大
久
保
隆
郎
氏
(
「
集
刊
東
洋
四
年
」
第
五

九
鋭
、
一
九
八
八
年
五
月
〉
の
も
の
が
夜
表
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ

た
し

一
九
八
六
年
一

O
月

東

京

研

文

出

版

A
5
版

三

五

三

頁

七

五

O
O園

坂
野
正
高
著

中
園
近
代
化
と
馬
建
忠

林

要

本
書
は
高
名
な
中
園
近
代
外
交
史
研
究
家
と
し
て
の
著
者
が
、
一

九
七

0
年

代
の
-
初
め
か
ら
約
十
年
開
に
逐
次
設
表
し
て
き
た
馬
建
忠
関
係
の
論
文
に
多
少

の
補
訂
を
く
わ
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
論
文
四
編
、
解
題
附
き
翻
誇
一
一
編
と

か
ら
な
っ
て
い
る
。

馬
建
忠
は
わ
が
園
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
り
に
は
あ
ま
り
研
究
が
な
さ

れ
ず
、
こ
れ
ま
で
中
園
近
代
外
交
史
研
究
の
一
環
と
し
て
馬
建
忠
の
活
動
に
言

及
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
洋
務
運
動
研
究
の
一
環
と
し
て
そ
の
改
革
思
想
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

著
者
は
こ
う
し
た
朕
況
に
た
い
し
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ

ン
す
な
わ
ち
専
門
家
職
業
集
幽
の
も
つ
重
要
な
意
義
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
問

題
関
心
か
ら
、
「
李
鴻
章
幕
下
の
有
力
な
る
サ
ブ
・
リ
ー
ダ
ー
の
一

人
と
し
て

の
馬
建
忠
の
思
想
と
行
動
と
挫
折
の
全
鐙
を
一
九
世
紀
後
半
の
中
園
の
政
治
社

舎
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
包
括
的
に
跡

e

つ
け
る
こ
と
」
に
よ
り
、
「
『停

統
主
義
的
』
な
奮
中
園
の
政
治

・
祉
曾
・

経
済
の
苦
溢
に
み
ち
た
嬰
動
の
過
程

を
明
ら
か
に
」
(
五
ペ
ー
ジ
)
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で

だ
れ
も
試
み
た
も
の
が
な
か
っ
た
。
本
書
は
従
来
の
類
型
化
し
た
馬
建
忠
研
究

に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
ば
か
り
か
、
今
後
の
わ
が
園
の
洋
務
運
動
研
究
、
中
園
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近
代
史
研
究
に
も
大
き
な
刺
激
を
輿
え
る
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

馬
建
忠
は
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
か

フ
ラ
ン
ス
留
準
時
代
の
馬
建
忠

|
|
外
交
官
お
よ
び
外
交
官
制
度
に
つ
い
て
の
二
つ
の
意
見
書

(
一
八
七
八
年
)
を
中
心
と
し
て
|
|

海

軍

論

|
|
一
八
八
二
年
の
意
見
室
T
|

鍛

道

論

ー

l
一
八
七
九
年
の
二
つ
の
意
見
書
|

|

イ
ン
ド
紀
行
、
『
南
行
記
』

|
|
一
八
八
一
年
、
ア
ヘ
ン
貿
易
漸
減
案
打
診
の
放
|
|

『擬
設
綴
誇
書
院
議
』
(
一
八
九
四
年
)

|
|
解
題
と
誇
文
|
|

あ
と
が
き

一序四五
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な
お
、
論
文
の
排
列
は
、
日
本
語
に
よ
る
愛
表
順
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
な
ぜ
馬
建
忠
を
研
究
釣
象
に
え
ら
ん
だ
の
か
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
馬
建
忠
と
の
出
舎
い
は
、
「
李
鴻
章
に
仕
え
た
サ
プ
・
リ

ー
ダ
ー
ズ
、
な
い
し
は
、
中
園
の
初
期
の
在
外
使
節
と
し
て
活
動
し
た
人
々
を

研
究
し
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
た
ま
た
ま
ま
ず
彼
に
行
き
嘗
っ
た
」

(
九
一
ペ
ー
ジ
〉
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
著
者
を
馬
建
忠
研

究
に
躍
り
立
て
て
い
っ
た
も
の
は
、
彼
の
文
集
『
遁
可
驚
記
言
記
行
』
に
牧
録

さ
れ
て
い
る
「
論
説
か
ら
ほ
と
ば
し
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
魅
力
に

と
り
つ
か
れ
た
か
ら
」
(
九
一
ペ
ー
ジ
)
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
著

者
は
馬
建
忠
個
人
の
内
面
に
お
け
る
合
理
主
義
の
西
欧
と
停
統
主
義
中
園
の
相

克
の
な
か
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
中
園
政
治
社
曾
の
特
質
を
照
ら
し
だ
そ
う
と

し
た
と
恩
わ
れ
る
。

さ
て
、
著
者
は
「
序
」
に
お
い
て
、
内
外
の
馬
建
忠
研
究
、
関
聯
文
献
を
網

羅
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
簡
潔
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
馬
建
忠
研
究
に
か
ん
す
る
す
ぐ
れ
た
文
献
解
題
で
あ
り
、
ま
た
す
ぐ
れ

た
手
引
書
と
も
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
ま
た
、
各
論
中
に
お
い
て
も
、
中
園

近
代
外
交
史
、
海
軍
史
、
鍛
道
史
等
の
分
野
に
お
け
る
内
外
の
代
表
的
著
作
お

よ
び
史
料
集
に
つ
い
て
、
馬
建
忠
に
か
ん
す
る
言
及
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た

馬
建
忠
の
論
説
や
意
見
書
が
史
料
と
し
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
詳
し

く
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
記
を
「
序
」
の
線
括
と
合
わ
せ
讃
む
と
、
馬

建
忠
研
究
史
の
お
よ
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
現
紋
を
掴
む
こ
と
が
で
き
、
ま

た
、
本
書
の
研
究
史
に
占
め
る
先
属
的
地
位
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

著
者
は
内
外
の
馬
建
忠
研
究
を抽
総
括
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
か
れ
の
多

面
的
な
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
に
て
こ
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、
か
れ
の
活
動
の
全
健
を
針
象
と
し
た
も
の
が
な
い
。
し
か
も
日
中
雨
園
の

翠
界
で
比
較
的
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
経
済
思
想
の
研
究
に
は
、
覗
黙
の

マ
ン
ネ
リ
化
が
み
ら
れ
、
馬
建
忠
の
思
想
を
そ
の
思
惟
構
造
の
内
面
に
立
ち
入

っ
て
分
析
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
馬
建
忠
研
究
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
煽
り
は
な
に
に
よ
る
の
か
。
著

者
は
、
中
園
近
代
史
研
究
に
お
け
る
あ
る
種
の
問
題
意
識
の
紋
如
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
重
大
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
醤
中
園
粧
品
聞
の
愛
動
な
い
し
は
い
わ
ゆ
る
『
近
代
化
』
を
研
究
す
る
場
合

に
、
専
門
家
集
固
な
い
し
は
プ
ロ
フ
-
シ
ョ
ン
の
成
立
な
い
し
は
創
出
と
い
う

こ
と
の
も
つ
意
味
、
お
よ
び
近
代
社
曾

・
近
代
園
家
に
お
け
る
複
雑
な
機
構
を

運
営
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
な
組
織
運
営
技
術
と
も
い
う
べ
き
も

の
の
も
つ
意
味
が
、
と
り
わ
け
わ
が
園
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
園
史
研

究
の
枠
組
み
の
中
で
は
問
題
意
識
の
外
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う

か
」
(
五
五
ペ
ー
ジ
)
と
。

本
警
は
全
編
、
著
者
の
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
本
書
は
馬
建
忠
の
停
記
的
研
究
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
馬

建
忠
に
は
苓
俸
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
は
専
ら
次
兄
の
『
馬
相
伯
先
生
年
譜
』
に

頼
っ
て
い
た
が
、
本
警
は
こ
う
し
た
紋
況
を
一
獲
さ
せ
た
。
著
者
は
お
よ
そ
考

え
つ
く
か
ぎ
り
の
史
料
を
牧
集
し
、
手
堅
い
賃
設
的
手
法
を
騒
使
し
て
、
博
記

上
の
不
明
箇
所
を
解
明
し
て
い
る
。

著
者
の
史
料
牧
集
の
努
力
に
よ
り
、
新
し
い
史
料
が
い
く
つ
も
夜
掘
さ
れ
て

い
る
。
一
、
二
例
を
穆
げ
れ
ば
、
北
京
天
主
堂
図
書
室
所
臓
の
『
馬
氏
族
譜
』

(
再
引
用
)
に
よ
り
、
著
者
は
、
通
設
の
生
年
を
一
訂
正
し
て
い
る
し
、
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
コ
ル
デ
ィ
エ

(E
g
ュ。。
E
5『)
の
著
作
(
同
2
3
2

丸
町
柄
、
内
N
R
に
た
詰
h

丸

、

h
a
n
h
vな
Naw

h
H
d内
門
町
内
し
明
、
胸
、
N
h
h
h
H
辺
町
内
L

向

。

円
2
R
出
向
、
同
H
Q
N
内
同

尽
き

l
S
8
2
2
H
2
2
E
n
g・
5
2
1
5
0
N〉
に
よ
り
、
馬
建
忠
の

洗
種
名
や
フ
ラ
ン
ス
留
泉
中
お
よ
び
鴎
園
後
の
行
動
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
新

事
寅
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
馬
建
忠
の
人
間
像
を
あ
る
程
度
ま
で
解
明

し
え
て
い
る
。
コ
ル
デ
ィ
エ
書
は
筆
者
未
見
で
あ
る
が
、
コ
ル
デ
ィ
エ
と
馬
建

忠
は
面
識
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
馬
建
忠
研
究
の
一
等
史
料

で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
献
史
料
の
枚
集
の
ほ
か
に
、
著
者
は
わ
ざ
わ
ざ
フ
ラ
ン
ス
に
ま

で
出
か
け
て
馬
建
忠
留
皐
中
の
史
料
を
枚
集
し
て
い
る
。
著
者
は
フ
ラ
ン
ス
で

入
手
し
た
史
料
に
よ
り
、
馬
建
忠
が
李
鴻
章
に
あ
て
た
報
告
内
容
を
フ
ラ
ン
ス

語
文
献
で
確
か
め
た
う
え
、
部
分
的
な
補
充
を
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
閲
の

事
情
に
つ
い
て
は
、
別
著
『
イ
メ
ジ
の
高
華
鏡
』
(
筑
臨
書
房

一
九
八
二
年
)

に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
馬
建
忠
と
愛
法
波
と
の
密
接
な
関
係
を
一
示
す
史
料
、
死
亡
時
の
詳

細
な
状
況
を
一
示
す
史
料
等
を
、
著
者
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
、
銃
刊
室
田
の
中

か
ら
さ
え
も
あ
ら
た
に
設
掘
し
て
い
る
。
本
書
に
よ
り
馬
建
忠
の
簿
記
的
研
究

の
水
準
は
、
飛
綴
的
に
高
め
ら
れ
た
。
俸
記
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
黙
が
多

い
と
断
わ
つ
で
い
る
が
、
お
そ
ら
く
著
者
自
身
が
自
負
し
て
い
る
通
り
、
馬
建

忠
の
簿
記
的
研
究
に
お
い
て
、
本
書
の
水
準
を
超
え
る
も
の
は
、
今
後
嘗
分
の

閲
現
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
讃
み
に
く
い
馬
建
忠
の
文
章
を
譲
み
ほ
ぐ
す
た
め
に
も
大
き
な
努
力

を
割
い
て
い
る
。
馬
建
忠
の
文
慢
は
新
桐
城
汲
の
擬
古
文
で
あ
り
、
諒
嗣
同
の

文
章
に
つ
い
で
難
解
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
な
め
ら
か
な
日
本

語
に
翻
平
一
押
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
『
遁
可
驚
記
言
記
行
』
は
、
初
皐
者
に
と

っ
て
も
ず
い
ぶ
ん
譲
み
易
い
も
の
に
な
っ
た
。
な
お
、
著
者
は
『
遁
可
蔚
記
言

記
行
』
(
梁
啓
超
の
序
文
附
、
一
八
九
六
年
〉
に
未
枚
録
の
文
章
を
『
皇
朝
経

世
文
新
編
綴
集
』
等
か
ら
数
編
愛
掘
し
て
い
る
。
著
者
の
史
料
牧
集
力
に
は
驚

嘆
の
ほ
か
な
い
。

著
者
は
ま
た
、
清
末
の
官
制
上
の
名
穏
や
濁
特
な
用
語
、
さ
ら
に
は
馬
建
忠

に
特
有
の
用
語
な
ど
も
現
代
的
に
分
か
り
ゃ
す
い
詩
語
を
あ
て
て
い
る
。
漢
語

に
翻
謬
さ
れ
た
嘗
時
の
外
来
語
や
外
圏
人
の
名
前
に
は
大
餐
解
り
難
い
も
の
が
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あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
ら
を
解
明
す
る
工
具
書
を
提
示
し
な
が
ら
、
唱
一
拝
語
を
あ

た
え
て
い
る
。
こ
こ
に
著
者
の
、
研
究
者
と
し
て
の
緩
し
い
婆
勢
と
数
育
者
と

し
て
の
暖
か
い
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

四
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各
論
の
紹
介
に
は
い
ろ
う
。

ま
ず
、
第
一
論
文
で
、
馬
建
忠
が
フ
ラ
ン
ス
留
皐
中
に
構
想
し
た
外
交
官
制

度
・
外
交
官
養
成
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

著
者
は
馬
建
忠
の
生
い
立
ち
と
フ
ラ
ン
ス
留
皐
時
代
の
勉
闘
争
状
況
を
簡
単
に

紹
介
し
た
後
、
馬
建
忠
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
認
識
に
ふ
れ
、
か
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外

交
史
の
な
が
れ
を
正
確
に
理
解
し
、
バ
ラ
ン
ス
・
オ
プ
・
パ
ワ
ー
に
も
と
づ
く

世
界
政
治
の
現
貧
を
正
し
く
認
識
し
て
い
た
と
、
高
く
評
債
し
て
い
る
。

馬
建
忠
は
、
一
八
七
八
年
に
留
皐
先
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
本
図
に
二
通
の
手
紙

を
塗
っ
て
い
る
。
著
者
は
最
初
の
一
通
は
「
李
鴻
章
の
側
近
の
諮
問
に
こ
た
え

て
、
総
理
街
門
の
参
考
に
供
す
る
た
め
」
の
意
見
書
で
あ
り
、
も
う
一
遁
は

「
中
園
の
寅
欣
に
合
致
し
た
外
交
官
養
成
所
規
則
」
(
三
四
ペ
ー
ジ
〉
の
構
想

を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
前
年
に
は
、
『
出
使
章
程
』
が
定
め
ら
れ
、

ロ
ン
ド
ン
に
最
初
の
在
外
公
館
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
に
は
、
初
代
駐
英

例
公
使
郭
嵩
蕪
が
パ
リ
に
移
り
、
馬
建
忠
は
勉
皐
の
か
た
わ
ら
か
れ
の
許
で
翻

誇
官
を
務
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
中
圏
外
交
官
制
度
が
後
足
し
た
ば
か
り

の
時
期
で
あ
っ
た
。

著
者
は
こ
の
手
紙
を
論
評
し
て
、
そ
れ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
園
際
関

係
と
外
交
の
歴
史
的
興
濯
を
背
景
に
描
き
な
が
ら
、
近
代
政
禽
に
お
け
る
外
交

使
節
は
専
門
家
と
し
て
『
使
節
に
な
る
才
を
も
っ
た
人
閲
』
(
使
才
〉
を
『
殿

選
』
し
た
上
で
、
時
開
を
か
け
て
『
養
成
』
(
教
導
〉
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た

す
こ
ぶ
る
注
目
に
あ
た
い
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
中
園
に
お
い
て

『常
駐
専
門
外
交
官
制
度
』
の
意
義
と
必
要
性
と
を
、
お
そ
ら
く
最
も
早
く
、

し
か
も
き
わ
め
て
明
確
に
説
き
明
か
し
た
先
駆
的
論
策
と
し
て
劃
期
的
意
味
を

も
つ
も
の
で
あ
る
」
(
二
八
ペ
ー
ジ
)
と
、
高
く
評
債
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
著
者
は
第
二
信
に
よ
り
馬
建
忠
の
八
項
に
わ
た
る
外
交
官
養
成
所

規
則
の
構
想
の
紹
介
に
移
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
一
、
上
海
に
北
京

同
文
館
と
は
別
に
「
出
使
闘
争
堂
」
を
設
立
し
、
二
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
園
に
設
立

し
て
い
る
領
事
翻
謬
拳
館
に
な
ら
っ
て
パ
リ
に
「
使
署
皐
館
」
を
設
立
し
、

一
二
、
一
五
|
二
二
歳
の
「
俊
秀
」
を
厳
選
し
て
、
四
、
前
後
六
年
閲
訓
練
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
上
海
に
設
立
す
る
「
出
使
皐
堂
」
の
皐
生
選
抜
方

法
お
よ
び
教
育
内
容
、
「
使
署
皐
館
」
で
の
数
育
内
容
か
ら
こ
れ
ら
を
運
営
す

る
財
源
に
つ
い
て
の
構
想
ま
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
馬
建
忠
の
認
識
な
り
構
想
な
り
は
き
わ
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
は
李
鴻
章
に
も
総
理
街
門
に
も
受
け

入
れ
ら
れ
ず
、
よ
う
や
く
人
の
注
意
を
引
く
の
は
二

O
世
紀
初
顕
で
あ
り
、
な

に
が
し
か
定
着
す
る
の
は
辛
亥
革
命
以
後
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
著
者
は
同
時

代
の
日
本
の
『
外
交
官
領
事
官
制
度
』
(
原
敬
)
と
の
比
較
的
考
察
を
通
じ
て
、

馬
建
忠
の
構
想
が
失
敗
し
た
原
因
を
追
求
し
中
園
に
お
け
る
儒
数
数
育
の
も
つ

重
み
を
示
唆
し
て
い
る
。

著
者
は
馬
建
忠
が
外
交
官
に
は
寅
象
が
必
要
で
あ
る
と
読
き
な
が
ら
、
同
時

に
儒
教
的
数
養
が
政
治
の
福
機
に
参
査
す
る
う
え
で
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
矛
盾
を
指
摘
し
て
、
か
れ
の
思
考
の
内
面
に
立
ち
入
っ
て
分
析
を
試
み
、
外

交
官
に
儒
激
的
数
養
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
、
は
た
し
て
馬
建
忠
の
民

意
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
蛍
局
者
に
自
己
の
構
想
を
受
け
入
れ
易
く
す
る
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た
め
の
戦
術
だ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
一
八
七

0
年
代
の
中
閣
の
現
朕
が
そ
う

さ
せ
た
の
か
と
、
問
題
を
投
げ
か
け
た
ま
ま
最
終
的
な
結
論
は
保
留
し
て
い

る。
第
二
論
文
で
除
、
海
軍
建
軍
と
将
兵
養
成
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

馬
建
忠
の
海
軍
論
は
、
蹄
園
後
ま
も
な
く
の
一
八
八
二
年
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
中
園
に
お
い
て
近
代
海
軍
の
建
設
が
現
貧
的
課
題
と
な
っ
た
時
代

背
景
に
つ
い
て
、
著
者
は
一
八
七
四
年
の
日
本
の
肇
組
問
出
兵
が
直
接
の
衝
撃
と

な
り
、
一
八
七
九
年
の
沖
縄
の
駿
藩
置
豚
で
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
翠

げ
、
馬
建
忠
個
人
に
即
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
摩
時
代
か
ら
人
間
集
幽
と
し
て

の
海
軍
の
組
織
の
あ
り
か
た
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
。
錦
園
後
は
、
ふ
た

た
び
李
鴻
章
の
幕
下
に
入
り
「
水
師
常
務
庭
道
員
」
と
し
て
、
北
洋
海
軍
の
建

軍
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
。
こ
の
過
程
で
、
馬
建
忠
は
沓
式
海
軍
放
順
水
師
を
視

察
し
て
、
つ
ぶ
さ
に
そ
の
腐
敗
ぶ
り
を
目
撃
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
一

八
八

二
年
の
壬
午
の
軍
飢
に
は
、
大
院
君
を
技
致
し
て
日
本
の
動
き
を
封
じ
、
欧
米

諸
園
へ
の
朝
鮮
開
園
に
は
、
宗
主
園
を
代
表
し
て
係
約
締
結
の
交
渉
に
深
く
関

興
し
て
仲
介
の
努
を
と
り
、
パ
ワ
l

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
渦
中
に
身
を
お
い
て

い
た
こ
と
な
ど
の
経
歴
を
紹
介
し
て
、
馬
建
忠
が
海
軍
問
題
に
つ
い
て
褒
言
す

る
十
分
な
資
格
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

著
者
は
馬
建
忠
の
海
軍
論
を
紹
介
す
る
に
さ
い
し
て
、
か
れ
の
基
本
的
思
想

が
、
海
軍
の
賂
兵
を
専
門
家
と
し
て
有
用
な
人
材
と
す
る
に
は
、
外
交
官
の
場

合
と
同
様
、
少
年
時
代
か
ら
長
年
月
の
特
別
の
訓
練
と
そ
れ
に
つ
づ
く
持
績
的

な
貧
務
陸
験
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
黙
に
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
提
示
さ
れ

る
具
強
的
な
訓
練
計
査
な
い
し
は
人
事
行
政
の
方
針
の
モ
デ
ル
に
は
フ
ラ
ン
ス

お
よ
び
そ
の
他
の
欧
米
諸
闘
が
あ
て
ら
れ
、
こ
の
モ
デ
ル
に
照
ら
し
て
中
園
の

現
状
が
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
翰
林
院
侍
講
象
土
何
如
車
の
一
八
八
二
年
の
奏
文
と
李
鴻
章
の
諮

問
に
た
い
す
る
馬
建
忠
の
答
申
書
を
比
較
し
、
何
如
意
の
立
論
の
基
礎
が
「
列

強
の
海
軍
力
に
中
園
が
包
囲
さ
れ
て
い
る
園
際
環
境
」
、
「
就
中
、
日
本
に
お
け

る
海
軍
の
建
設
の
進
行
獄
況
を
中
園
の
安
全
保
障
に
鉛
す
る
直
接
的
な
脅
威
」

(
六
三
|
六
四
ペ
ー
ジ
)
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
馬
建
忠
の

立
論
の
基
礎
は
、
「
汽
船
の
夜
明
が
中
園
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
の
『
海
洋
』

の
い
わ
ば
政
治
地
理
的
戦
略
的
一
意
義
を
一
獲
さ
せ
た
」
(
六
六
ペ
ー
ジ
〉
と
す

る
認
識
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
黙
に
お
い
て
、
馬
建
忠
の
歴
史
認
識
が
時
代
を

大
き
く
突
き
抜
け
て
い
た
と
し
て
い
る
。

著
者
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
馬
建
忠
の
答
申
書
が
何
如
意
の
奏
文
の
五
倍
牢

も
の
長
文
で
あ
り
な
が
ら
、
何
如
意
の
六
項
目
中
、
「
訓
練
」
と
「
選
抜
」
の

二
項
に
紙
幅
の
六
割
を
割
く
ほ
ど
海
軍
勝
兵
の
養
成
、
訓
練
問
題
に
重
黙
を
お

い
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
海
軍
下
士
官
を
祉
舎
聞
に
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
と
し

て
確
立
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
を
評
償
し
、
そ
の
た
め

に
構
想
し
た
海
軍
将
兵
養
成
五
箇
年
計
董
を
紹
介
し
て
い
る
。

著
者
は
馬
建
忠
が
中
園
の
軍
人
蔑
視
と
人
事
行
政
の
不
公
正
を
批
剣
し
、
近

代
海
軍
の
建
設
の
た
め
に
は
、
人
事
行
政
に
お
け
る
コ
ネ
の
排
除
、
鰍
捗
賞
罰

の
明
確
化
を
保
設
し
、
士
官
の
格
式
を
高
め
、
兵
卒
に
俸
給
の
規
定
を
知
ら

せ
、
昇
進
の
道
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
を

翠
げ
、
営
時
、
張
之
澗
が
な
お
艦
船
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
た
こ
と
と
封
比

し
、
馬
建
忠
の
海
軍
論
は
比
類
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
高
く
評
債
し
て
い
る
。

統
一
海
軍
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
海
軍
論
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ

っ
た
と
し
な
が
ら
、
著
者
は
馬
建
忠
が
分
権
的
な
「
分
省
設
防
」
の
慶
止
、
陸

軍
か
ら
濁
立
し
た
海
軍
街
門
の
設
立
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
指
揮
系
統
の
統
一

に
つ
い
て
は
、
旗
挽
の
統
一
、
北
方
音
に
よ
る
競
令
の
「
定
式
化
」
、
翻
譲
術
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語
の
統
一
か
ら
大
砲
と
型
丸
の
規
格
統
一
ま
で
考
え
て
い
た
と
し
、
さ
ら
に
北

洋
艇
隊
の
編
成
、
将
兵
の
訓
練
に
要
す
る
財
源
問
題
に
つ
い
て
も
、
四
項
か
ら

な
る
財
政
改
革
を
紹
介
し
て
い
る
。
著
者
は
、
馬
建
忠
が
抽
思
想
さ
れ
る
保
守
波

の
反
封
論
に
た
い
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
財
政
制
度
と
封
比
す
る
か
た
ち
で
、

中
園
の
財
政
制
度
の
飲
黙
を
指
摘
し
、
海
軍
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

一
切
の
制
度
の
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
周
知
の
通
り
、
馬
建
忠
の
提
案
し
た
海
軍
街
門
が
統
一
海
軍
の
建

設
に
も
、
ま
た
官
僚
の
腐
敗
防
止
に
も
役
に
立
た
ず
、
北
洋
艦
隊
が
日
清
戦
争

時
に
櫨
明
滅
し
た
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
馬
建
忠
の
構
想
し
た
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン

が
、
な
ぜ
に
清
末
社
舎
に
成
立
し
な
か
っ
た
の
か
と
の
疑
問
を
提
起
し
、
そ
れ

は
「
中
園
の
政
治
鐙
制
と
い
う
大
き
な
壁
に
つ
き
嘗
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
」
と
し
、
馬
建
忠
の
血
を
吐
く
よ
う
な
言
葉
「
能
わ
ざ
る
に
非

る
な
り
、
こ
れ
震
さ
ざ
る
な
り
」
(
八
五
ペ
ー
ジ
〉
を
引
用
し
て
、
こ
れ
こ
そ

挫
折
し
て
も
な
お
紹
望
亡
え
な
い
清
末
知
識
人
の
苦
悶
の
撃
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
馬
建
忠
の
海
軍
論
の
歴
史
的
評
債
に
つ
い
て
は
、
な
お
日
本
海

軍
と
の
比
較
研
究
も
必
要
に
な
ろ
う
と
し
て
こ
れ
を
保
留
し
て
い
る
。

第
三
論
文
で
は
銭
道
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
馬
建
忠
が
フ
ラ
ン
ス
留
皐
中
の
一
八
七
九
年
に
書
い
た
鍬
道
問
題

に
か
ん
す
る
こ
つ
の
意
見
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
の
こ
つ
の
意
見

書
を
「
誰
の
た
め
に
起
草
し
た
の
か
を
ず
ば
り
と
示
す
よ
う
な
資
料
に
私
は
ま

だ
行
き
蛍
つ
て
な
い
」
(
九
五
ペ
ー
ジ
)
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
書
か
れ

た
時
代
背
景
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
園
際
的
に
は
、
普
悌

戟
争
で
鍛
道
が
は
じ
め
て
軍
事
戟
略
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
。
園
-内

的
に
は
、
李
鴻
章
が
園
防
的
見
地
か
ら
銭
道
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
お

り
、
ロ
シ
ア
が
露
土
戦
争
に
、
日
本
が
西
南
戟
争
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
今
こ
そ

兵
器
を
生
産
し
、
餓
道
を
敷
設
し
、
電
信
を
架
設
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
餓

道
は
自
力
で
敷
設
し
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
。
し
か
し
北
京
の
首
脳
部
が
不

決
断
で
あ
り
、
「
皐
あ
る
連
中
」
の
非
難
が
議
想
さ
れ
る
う
え
に
、
商
人
が
出

資
に
態
じ
な
か
っ
た
こ
と
等
を
あ
げ
、
李
鴻
章
が
一
八
七
七
年
嘗
時
す
で
に
駐

フ
ラ
ン
ス
公
使
郭
省
混
同
と
の
開
に
「
函
」
(
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
1
ト
・
レ
タ

l
)
を

や
り
と
り
し
て
意
見
を
交
換
し
て
い
た
こ
と
、
馬
建
忠
が
爾
者
の
意
見
交
換
に

深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
文
献
的
に
明
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

李
鴻
章
の
従
来
と
は
ち
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
一
ホ
さ
れ
て
興
味
深
い
。

著
者
は
こ
う
し
た
欣
況
か
ら
、
馬
建
忠
の
銭
道
に
か
ん
す
る
意
見
書
、
論
説

が
銭
道
導
入
反
封
論
者
を
読
得
す
る
理
論
的
根
嬢
を
提
供
す
る
た
め
に
執
筆
さ

れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
馬
建
忠
が
第
一
の
意
見
書
で
、
中
園
に
銭
道
敷
設
が
可

能
で
あ
り
、
数
用
が
あ
る
ば
か
り
か
、
猶
柚
原
で
き
な
い
と
し
た
理
由
を
穆
げ
た

う
え
で
、
か
れ
の
畿
道
敷
設
と
運
営
方
法
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
織
道
の
数

用
に
つ
い
て
の
馬
建
忠
の
見
解
は
、
同
時
代
の
諸
見
解
を
集
大
成
し
系
統
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
銭
道
敷
設
と
運
営
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
今
日
で
は
初
歩
的

な
数
科
書
的
叙
述
に
す
ぎ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
一
八
七
九
年
時
勲
で
は
、
中

園
の
貧
務
イ
ン
テ
リ
に
と
っ
て
き
わ
だ

っ
て
新
鮮
味
が
あ
り
、
か
つ
具
担
問
な

調
査
報
告
書
で
あ
っ
た
と
高
く
評
債
し
て
い
る
。

著
者
は
、
銭
道
論
に
見
ら
れ
る
馬
建
忠
の
思
考
的
特
徴
に
個
別
れ
、
か
れ
の
論

説
に
は
「
自
園
の
政
治
杜
曾
の
現
吠
に
封
す
る
紹
望
的
と
い
う
に
ち
か
い
痛
烈

な
批
剣
、
モ
デ
ル
た
る
べ
き
欧
米
社
舎
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
の
シ
ニ
カ
ル

な
指
摘
」
〈
一
一
七
ペ
ー
ジ
)
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
か
れ
の
立
場
の
基
礎
に

は
、
的
確
な
事
質
認
識
、
問
題
を
歴
史
的
文
脈
と
園
際
政
治
の
生
き
い
き
と
し

た
紋
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
欣
況
的
思
考
と
そ
の
上
に
た
つ
柔
軟
な
政
策
論
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の
展
開
が
み
ら
れ
る
と
し
、
と
く
に
馬
建
忠
が
餓
遁
敷
設
に
た
い
す
る
反
射
論

と
し
て
首
然
珠
想
さ
れ
た
風
水
設
に
よ
る
反
論
と
圏
内
税
駿
止
に
た
い
す
る
地

方
官
の
抵
抗
の
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
か
れ
の
論
鋒
に
み
ら

れ
る
特
徴
を
「
悟
性
的
抽
象
性
」
(
一
一
七
ペ
ー
ジ
〉
と
規
定
し
て
い
る
。

第
二
の
意
見
書
で
は
、
鍛
道
敷
設
の
財
源
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
馬
建

忠
は
鍛
這
の
運
営
は
民
営
と
し
、
資
金
は
商
人
の
出
資
と
外
園
か
ら
の
借
款
で

ま
か
な
い
、
政
府
は
借
款
の
保
設
を
す
る
だ
け
と
考
え
て
い
た
と
し
、
借
款
の

方
法
、
注
意
貼
な
ど
、
か
れ
の
見
解
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
著
者
は
馬
建

忠
が
借
款
に
た
い
し
、
首
時
、
橡
想
し
う
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
問
題
を
、
周

到
に
、
系
統
的
に
、
か
つ
徹
底
的
に
論
じ
て
い
る
と
し
て
驚
嘆
し
て
い
る
。
著

者
は
馬
建
忠
を
き
わ
め
て
優
れ
た
寅
務
官
僚
で
あ
っ
た
と
評
債
す
る
と
と
も

に
、
銭
道
借
款
の
僚
件
が
明
治
の
日
本
に
お
い
て
も
、
中
園
に
お
い
て
も
過
酷

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
馬
建
忠
の
楽
観
的
に
す
ぎ
る
見
解
は
、

意
図
的
な
も
の
か
、
知
識
の
不
足
か
、
そ
れ
と
も
リ
ス
ク
に
た
い
す
る
鈍
感
さ

に
よ
る
も
の
か
と
疑
問
を
だ
し
て
、
評
債
を
保
留
し
て
い
る
。

自
力
に
よ
る
鍛
遁
敷
設
の
成
功
例
と
し
て
、
著
者
は
倉
天
佑
の
京
張
銭
道
政

設
を
穆
げ
、
馬
建
忠
が
力
説
し
て
や
ま
な
か
っ
た
近
代
的
な
専
門
家
集
困
の
創

出
が
、
な
ぜ
外
交
官
や
海
軍
将
兵
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
鍛
道
技
師
と
い

う
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
ま
ず
結
質
し
た
の
か
と
夜
間
し
、
今
後
の
研
究

課
題
と
し
て
、
倉
天
佑
の
京
張
銭
道
敷
設
に
従
事
し
た
中
級
、
下
級
技
師
の
出

身
、
資
質
、
皐
習
能
力
、
訓
練
状
況
、
外
因
人
技
師
の
役
割
等
の
分
析
を
遜
じ

て
、
あ
る
程
度
の
厚
み
と
庚
が
り
の
あ
る
鍛
道
技
師
の
創
出
・
形
成
を
可
能
に

し
た
祉
曾
的
諸
僚
件
、
さ
ら
に
は
倉
天
佑
を
し
て
手
腕
を
護
揮
さ
せ
た
政
治
的

諸
傑
件
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
「
探
求
さ
る
べ
き
問
題
は
な
お
津

山
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
三
二

0
ペ
ー
ジ
)
と
嘆
息
ま
じ
り
の
言
葉
で
論

文
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

第
四
論
文
は
、
馬
建
忠
の
イ
ン
ド
紀
行

「南
行
記
」
の
紹
介
で
あ
る
。
こ
れ

は
馬
建
忠
が
イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
事
情
を
調
査
し
、
中
園
側
の
ア
ヘ
ン
貿
易
逓
減

案
貧
施
の
可
能
性
を
打
診
す
る
た
め
に
、
李
鴻
章
の
非
公
式
特
使
と
し
て
、
一

八
八
一
年
イ
ン
ド
の
シ
ラ
ム
に
赴
い
た
時
の
往
復
三
箇
月
の
日
記
慢
の
記
録
で

あ
る
。
著
者
は
馬
建
忠
の
イ
ン
ド
一
淑
遣
が
合
法
的
ア
ヘ
ン
貿
易
終
棄
に
向
か
っ

て
の
長
い
中
英
外
交
交
渉
の
一
働
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
南

行
記
」
の
内
容
紹
介
に
と
ど
め
て
い
る
。

著
者
は
馬
建
忠
の
「
南
行
記
」
と
同
行
者
呉
庚
需
の
「
南
行
日
記
」
と
を
照

合
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
側
の
文
献
と
も
突
合
せ
て
、
一
行
の
放

程
、
道
中
で
の
外
園
人
と
の
出
品
目
い
、
華
僑
と
の
接
働
、
イ
ン
ド
月島
周
と
の
曾

見
の
模
様
等
を
紹
介
し
て
い
る
。
華
僑
を
め
ぐ
る
人
脈
は
、
馬
建
忠
の
人
脈
を

知
る
う
え
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
「
南
行
日
記
」
か
ら
私
人
と
し

て
の
馬
建
忠
の
姿
が
窺
え
て
興
味
深
い
。

馬
建
忠
は
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
一
連
の
打
診
曾
談
を
終
え
た
後
、
鋪
路
ボ
ン
ベ

イ
に
立
ち
寄
っ
た
折
り
に
、
ボ
ン
ベ
イ
の
町
並
み
と
そ
の
繁
祭
振
り
が
ロ
ン
ド

ン
に
匹
敵
す
る
の
を
み
て
驚
き
、
「
イ
ン
ド
の
民
は
日
々
富
み
、
中
園
の
民
は

日
々
貧
し
く
な
る
」
(
一
七
八
ペ
ー
ジ
〉
と
嘆
い
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
こ
に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
直
接
に
知
っ
て
い
る
中
園
の
貧
務
イ
ン
テ
リ
」
馬
建
忠
が

「
一
箇
月
足
ら
ず
の
イ
ン
ド
滞
在
で
何
を
考
え
、
ど
こ
に
目
を
つ
け
、
そ
し
て

何
を
感
じ
た
か
を
鋭
く
示
し
て
い
る
」
(
一
七
八
ペ
ー
ジ
〉
と
し
て
い
る
。

最
後
の
一
編
は
「
擬
設
綴
誇
書
院
議
」
の
解
題
附
き
鶴
謬
で
あ
る
。
こ
の
計

童
書
が
書
か
れ
た
一
八
九
四
年
と
い
え
ば
、
馬
建
忠
は
合
理
的
な
ア
ン
ト
ゥ
ル

プ
ル
ヌ
l
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
盛
宣
懐
か
ら
嫌
わ
れ
、
晩
年
は
資
金
源
に
た
い

す
る
意
見
の
相
遠
か
ら
李
鴻
章
か
ら
も
退
け
ら
れ
て
、
上
海
に
笹
居
し
、
『
馬
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氏
文
通
』
を
編
纂
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
解
題
で
馬
建
忠
の
博

記
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
こ
の
計
筆
書
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
と
し

て
、
「
中
園
と
西
洋
と
の
隻
方
に
一お
け
る
筆
者
の
多
彩
な
回
学
習
と
生
活
の
鐙
験

と
中
園
の
官
界
に
お
け
る
失
意
と
挫
折
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
」
た
も
の
で
、

「
中
園
と
西
洋
と
い
う
異
質
の
文
化
が
衝
突
し
あ
う
場
で
苦
闘
し
つ
づ
け
た
お

の
れ
の
生
涯
を
馬
建
忠
が
そ
れ
と
な
く
総
括
し
て
み
せ
て
い
る
お
も
む
き
が
あ

る
」
(
一
八
八
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
い
る
が
、
執
筆
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
「
誰

か
要
路
の
大
官
に
讃
ま
せ
る
た
め
書
い
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
い
わ
ば

皐
に
識
者
に
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
か
」
、
「
あ
る
い
は
彼
自
身
を
『
監

理
』
(
校
長
)
粂
『
洋
文
教
習
』
た
る
べ
き
適
任
者
と
し
て
擬
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
」
(
一
八
九
ペ
ー
ジ
〉
な
ど
と
推
測
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

こ
の
計
童
書
の
内
容
は
、
中
園
に
翻
課
事
業
を
起
こ
す
必
要
性
か
ら
読
き
お

こ
し
、
つ
い
で
そ
の
た
め
の
人
材
養
成
の
必
要
性
、
翻
誇
書
院
設
立
の
目
的
、

書
院
の
運
営
機
構
、
財
政
管
理
の
方
法
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
「
同
文
字
典
」
の

編
纂
、
翻
課
す
べ
き
文
献
、
闘
書
館
、
印
刷
所
の
設
計
、
書
院
設
置
場
所
等
、

じ
つ
に
周
到
に
計
宣
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
の
紹
介
は
省
略
す
る
。
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以
上
、
各
論
文
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
本
書
は
著
者
の
斬
新
な
問
題
関

心
に
よ
り
、
従
来
に
な
い
ュ

7
Pな
馬
建
忠
研
究
、
中
園
近
代
史
研
究
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
本
書
の
射
程
に
入
り
き
ら
な
か
っ

た
問
題
も

残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア

ン
ト
ク
ル
プ

ル
ヌ
l
ル
と
し
て
の
馬
建
忠
に
つ
い

て
は
、
な
ん
度
か
言
及
し
な
が
ら
、
つ
い
に
正
面
き
っ
て
「
富
民
読
」
を
取
り

上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

著
者
は
馬
建
忠
を
「
洋
務
論
の
域
を
つ
き
ぬ
け
た
」

「
か
な
り
に
い
わ
ば
準

歩
的
」
(
四
ペ
ー
ジ
)
改
良
主
義
者
と
高
く
評
債
し
て
い
る
が
、
馬
建
忠
の
専

門
家
職
業
集
圏
の
創
出
、
養
成
の
背
骨
局
員
に
つ
い
て
の
歴
史
的
評
僚
に
は
き
わ

め
て
慎
重
で
あ
り
、
今
後
解
明
を
要
す
る
多
く
の
課
題
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め

て
い
る
。
こ
の
課
題
を
解
明
す
る
に
は
、
著
者
の
力
量
を
も
っ
て
し
で
も
、
な

お
「
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
難
泣
な
作
業
を
必
要
と
す
る
」
も
の
と
意
識
さ
れ
て

い
た
が
、
著
者
は
つ
い
に
そ
の
た
め
の
時
開
的
徐
裕
を
も
た
な
か
っ
た
。

不
幸
な
こ
と
に
、
著
者
は
本
書
出
版
後
ま
も
な
く
死
去
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、

故
人
の
冥
一
喝
を
心
か
ら
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
若
い
世
代
の
研
究
者
が
著
者
の

遺
業
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
よ
う
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

本
書
は
二

O
四
ペ
ー
ジ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
で
あ
る
が
、
馬
建
忠
に
か
ん

す
る
最
初
の
専
著
で
あ
り
、
中
園
近
代
史
あ
る
い
は
洋
務
運
動
の
い
わ
ば
祉
禽

史
的
研
究
と
も
い
う
べ
き
あ
た
ら
し
い
分
野
を
切
り
拓
い
た
労
作
で
あ
り
、
中

園
近
代
史
研
究
の
枠
組
み
の
児
縛
に
た
い
す
る
衝
撃
的
な
作
品
で
あ
る
。
本
書

を
中
園
近
代
史
の
研
究
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
人
た
ち
に
お
薦
め
し
た
い
。

一
九
八
五
年
二
月
東
京
大
皐
出
版
曾
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