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第
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十
筋

黄
達
意
と
宮
島
誠

一
郎

-

日
･
清
政
府
の
官
僚
文
人
交
遊
の
1
軌
跡
1

寛

久

美

子

神戸
大
草

は

じ

め

に

今
か
ら

一
世
紀
あ
ま
-
前
､
日
本
在
任
四
年
に
し
て
､
中
国
最
初

の
本
格
的
な
日
本
研
究
に
と
-
-
み
､
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
た
清

末
詩
界
革
命
の
唱
道
者
黄
道
憲
｡
『
日
本
闘
志
』
や

『
日
本
難
事
詩
』

に
よ
っ
て
'
そ
の
名
は
早
-
か
ら
知
ら
れ
て
き
た
も
の
の
､
彼
が
中

国
で
と
み
に
高
-
評
債
さ
れ
る
存
在
と
な

っ
た
の
は
､
む
し
ろ
最
近

の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
れ
は
文
化
大
革
命
後
の
新
し
い
開
放
政

策
に
よ
っ
て
､
日
本
の
急
速
な
近
代
化
に
学
ぼ
う
と
す
る
､
い
わ
ゆ

る
日
本
研
究
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た

1
九
八

〇
年
代
以
後
の
､
明
治
維

新
研
究
､
日
中
交
流
史
､
日
中
比
較
文
学
史
､
日
中
近
代
史
な
ど
の

分
野
に
お
け
る
､
際
立

っ
た
現
象
な
の
で
あ
る
｡

た
し
か
に
'
黄
達
意
の
業
績
は
､
十
九
世
紀
末
と
い
う
時
代
と
日

清
両
国
の
緊
張
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
る
と
き
､
今
日
か
ら
見

て
も
す
ぐ
れ
て
質
の
高
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
身
を
お
い
た
時
代
に
大

き
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
､
三
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
-
だ
と
い
う
の

に
知
識
と
蔵
野
の
廉
さ
､
見
識
の
高
さ
､
思
想
の
柔
軟
性
と
進
取
性

な
ど
に
お
い
て
､
彼
が
ず
ば
抜
け
た
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
え
な

ヽ
〇

Ⅷm
百
年
の
時
間
を
経
た
今
日
､
新
た
な
脚
光
を
あ
び
顕
彰
さ
れ
る
に

至
っ
た
黄
遵
憲
の
『
日
本
発
事
詩
』
を
読
み
､
『
日
本
国
志
』
を
ひ
も

と
-
た
び
に
､
筆
者
は
あ
ら
た
め
て
大
き
な
驚
き
を
覚
え
る
｡
日
本

事
情
に
つ
い
て
黄
遵
憲
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
､

か
-
理
解
し
え
た
の
か
､
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
こ
の
膨
大
な
資
料
を

手
に
入
れ
え
た
の
だ
ろ
う
か
､
と
｡
百
年
後
の
わ
れ
わ
れ
で
も
外
囲

研
究
で
出
合
う
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
思
え
ば
､
こ
の
よ
う
な
疑
問
を

持

っ
た
と
し
て
も
､
黄
遵
憲
に
た
い
し
て
少
し
も
失
穂
に
は
皆
た
る

ま
い
｡
驚
き
の
理
由
を
あ
げ
よ
う
｡
た
と
え
黄
遵
憲
に
は
外
交
官
特

権
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
滞
日
期
間
は
わ
ず
か
に
四
年
､
し
か

も
､
基
本
的
に
は
日
本
語
の
合
話
も
十
分
に
は
出
来
な
か
っ
た
｡
そ
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れ
に
現
在
の
よ
う
に
資
料
の
整

っ
た
圏
書
館
に
通

っ
た
-
､
ゼ
ミ
に

参
加
し
た
-
で
き
た
わ
け
で
も
な
い
｡
こ
-
し
た
保
件
の
も
と
で
､

膨
大
な
資
料
の
精
細
な
読
破
と
､
そ
れ
を
保
護
す
る
著
述
の
質
の
高

さ

を

､
い
っ
た
い
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
､

勉
強
熱
心
な
黄
遵
憲
自
身
の
優
れ
た
能
力
は
疑
え
な
い
し
､
常
時
の

日
本
の
公
的
文
書
が
漢
文
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
､
筆

談
に
よ
っ
て
意
志
を
通
じ
あ
え
る
保
件
も
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
､

そ
れ
に
し
て
も
､
資
料
提
供
と
そ
の
解
説
に
関
し
て
相
曹
な
資
力
を

も
つ
日
本
人
協
力
者
が
い
な
け
れ
ば
､
と
う
て
い
不
可
能
だ
っ
た
ろ

う
と
思
わ
れ
る
O
日
本
人
の
協
力
者
が
い
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

一

腹
誰
な
の
で
あ
ろ
-
か
｡
黄
遵
憲
自
身
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､

｢其
の
士
大
夫
と
交
遊
し
て
｣
(『
日
本
国
志
』
叙
)
と
書
-
た
け
で
臭
腺

的
な
人
名
に
は
言
及
し
な
い
｡
『
大
河
内
文
書
』
(賓
藤
意
秀
諾

平
凡
社

東
洋
文
庫

一
九
六
四
年
)､

『
貴
公
度
先
生
俸
稿
』

(典
夫
任
著

寄
港

中
文
大
挙

一
九
七
二
年
)
な
ど
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
名
前
が
散
見
さ

れ
る
が
､

日
常
経
緯
的
な
協
力
者
だ
と
は
決
め
が
た
い
｡
そ
こ
で
本

論
で
は
､
黄
遵
憲
の
諸
業
績
が
ど
の
よ
う
な
協
力
者
を
背
後
に
持

っ

て
い
た
か
に
つ
い
て
､

一
つ
の
推
論
を
提
起
し
て
み
た
い
｡

黄
遵
憲
と
宮
島
誠

一
郎

(寛
)

一
八
八
二
(光
緒
八
'
明
治
十
五
)
年
初
春
の
一
月
十
八
日
(陰
暦
)､

ア
メ
リ
カ

･
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
総
領
事
に
任
じ
ら
れ
た
三
十
五

歳
の
黄
達
意
は
､
横
溝
港
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
(二
月
十
二
日
着
)

に
向
け
て
旋
立
つ
.

1
八
七
七

(光
絡
三
㌧
明
治
十
)
年
末
の
日
本
着

任
か
ら
足
掛
け
五
年
､
寛
質
的
に
は
満
四
年
の
日
本
滞
在
で
あ

っ
た
｡

そ
の
四
年
間
は
彼
個
人
に
と
っ
て
､
帝
国
外
交
官
の

l
員
と
し
て
拾

う
べ
き
政
治
的
重
責
と
は
別
に
､
日
本
人
と
の
漢
詩
文
の
交
わ
-
香

通
じ
て
多
-
の
友
情
を
は
ぐ
-
み
え
た
､
さ
ら
に
は
'
後
世

へ
の
貢

献
多
大
な
る
日
本
研
究
に
お
い
て
､
ま
こ
と
に
収
穫
多
き
歳
月
で
あ

っ
た
｡

離
日
に
あ
た
っ
て
黄
達
意
は
七
言
律
詩
五
首
を
作
-
､
そ
れ
を
留

別
記
念
と
し
て
日
本
漢
詩
文
界
の
人
士
に
勝
る
.
題
し
て

｢奉
命
馬

①

美
園
三
富
蘭
西
士
果
総
領
事
留
別
日
本
請
君
子

｣
｡
普
時
の
日
本
斯

界
の
重
鎮
で
あ

っ
た
大
沼
厚
ら
は
迭
別
の
宴
を
設
け
て
､
こ
の
異
国

の
外
交
官
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
o
清
閑
公
使
館
員
の
お
も
だ
っ
た

メ
ン
バ
ー
に
は
深
い
学
殖
を
そ
な
え
た
人
物
が
多
か
っ
た
が
､
と
-
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わ
け
年
若
い
参
賛
官
で
あ
っ
た
黄
遵
憲
は
､
詩
文
の
交
流
を
通
じ
て

日
本
人
士
に
ひ
ろ
-
敬
愛
さ
れ
､
知
人
も
多
か
っ
た
｡
遠
別
の
宴
は
､

黄
遵
憲
ら
清
閑
外
交
官
が
､
日
本
人
知
友
と
し
ば
し
ば
清
遊
を
楽
し

②

ん
だ
榎
の
名
所

･
隅
田
川
畔
の
酒
槙
で
開
か
れ
た
｡
上
述
の
留
別
詩

を
前
も

っ
て
滑
ら
れ
て
い
た
ら
し
-
､
日
本
側
の
人
士
も
ま
た
お
の

お
の
の
遠
別
詩
を
携
え
て
参
集
し
た
こ
と
が
､
｢績
懐
人
詩
｣

(第
七

普
)
に
見
え
る
｡

黄
遵
憲
は
そ
の
自
注
に
､
大
沼
を
は
じ
め
と
し
て

宴
の
主
要
な
参
集
者
十
名

(
い
ず
れ
も
漢
詩
文
界
の
代
表
的
な
人
々
)
の

③

氏
名
を
あ
げ
､
彼
ら

へ
の
敬
意
を
示
し
て
い
る

｡
④

だ
が
そ
れ
と
は
べ
つ
に
､
同
じ

｢緯
懐
人
詩

｣

の
第
八
首
で
､
次

章
で
ふ
れ
る
宮
島
誠

一
郎
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
こ
と
に

筆
者
は
注
目
し
た
い
｡
そ
の
交
流
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か

を
想
像
さ
せ
る
こ
の
詩
は
､
二
人
の
並

々
な
ら
ぬ
親
交
を
示
す
と
思

わ
れ
る
｡

一
遍
灯
火
最
相
親

日
日
車
聾
根
麹
塵

絶
勝
海
風
三
日
夜

肇
舟
空
訪
沈
南
東

が
ん

一
轟
の
灯
火

最
も
相
い
親
し
み

ひ

日
日

車
聾

麹
塵
を
嫉
け
-

さ
ん
に
ち
や

絶
え
て
勝
る

海
風

三
日
夜

ひ

し
んな
んぴ
ん

舟
を
肇
き
空

し
-
沈
南
東
を
訪
ね

L
に

と
も

ひ
と
つ
灯
し
火
の
も
と
で
､
最
も
親
し
-
し
た
あ
な
た
､
毎
日
の

よ
う
に
車
を
走
ら
せ
て
麹
町
の
お
宅
に
お
じ
ゃ
ま
し
た
も
の
だ
｡
あ

の
頼
山
陽
が
'
長
崎
に
来
て
い
た
書
家
の
沈
南
東
の
令
名
を
聞
き
､

三
日
三
晩
の
嵐
を
つ
い
て
合

い
に
行

っ
た
の
に
､
着

い
た
と
き
に
は

南
東
は
既
に
帝
国
､
そ
れ
を

一
生
の
痛
恨
事
だ
と
言

っ
た
そ
う
だ
が
､

そ
れ
に
-
ら
べ
た
ら
､
な
ん
と
幸
運
だ

っ
た
こ
と
か
｡

こ
の
よ
う
に
黄
達
意
が
と
-
に
宮
島
を
懐
か
し
む
の
は
'
大
沼
ら

長
老
格
の
人
た
ち
に
比
べ
て
宮
島
が
黄
達
意
よ
-
十
歳
だ
け
の
年
長

で
あ

っ
た
こ
と
と
､
宮
島
の
人
と
な
-
に
深
い
信
頼
を
置
き
､
最
も

親
し
-
つ
き
あ

っ
た
友
人
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
｡
ま
た
宮
島
の

長
男
大
八
が
､
黄
遵
憲
と
そ
の
弟
黄
遵
樽
に
し
ば
ら
-
中
園
語
を
学

ん
だ
と
い
う
関
係
も
あ

っ
た
｡
自
注
に
よ
れ
ば
､
麹
町

(千
代
田
匠
)

に
あ

っ
た
宮
島
の
住
ま
い
と
､
清
閑
公
使
館
と
は

｢
一
街
を
隔

つ
る

の
み
｣

(公
使
館
は
初
め
港
匠
の
芝
樹
上
寺
山
内
の
月
界
院
に
あ
っ
た
が
'

明
治
十

7
年
十
一
月
に
永
田
町
の
元
華
族
合
館
に
移
韓
し
た
)
ば
か
-
で
な

あ

-
､
ふ
た
-
は
｢
見

う
ご
と
に
す
な
わ
ち
詩
を
論
ず
｣
と
い
う
間
柄

で
あ

っ
た
｡
こ
の
詩
は
'
昔
時
西
欧
文
明

へ
の
傾
斜
が
い
ち
ぢ
る
し

い
趨
勢
と
な
-
つ
つ
あ

っ
た
日
本
に
あ

っ
て
､
勝
れ
た
漢
学
の
素
養
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を
も

つ
宮
島
と
知
己
の
つ
き
あ
い
が
で
き
た
こ
と
､
合
え
ば
多
方
面

に
わ
た
る
話
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
､
且

つ
詩
文

の
鷹
酬
を
含
む
風
雅
の
交
わ
-
が
楽
し
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

虞

っ
す
ぐ
な
気
性
だ

っ
た
黄
達
意
の

｢最
も
相
親
し
む
｣
と
い
う
こ

と
ば
は
文
字
通
-
に
受
け
取

っ
て
よ
い
と
思
え
る
｡

黄
遵
憲
の

｢奉
命
篤
実
閥
三
富
蘭
西
士
果
絶
領
事
留
別
日
本
諸
君

子
｣
と
題
す
る
七
律
五
首
に
た
い
し
て
､
宮
島
も
ま
た
迭
別
和
讃
の

詩
五
首
を
勝

っ
て
'
四
年
間
の
友
情
の
記
念
と
し
た
｡
そ
れ
ら
は
､

八
句
の
う
ち
七
句
の
末
字
す
べ
て
に
黄
遵
憲
と
同
じ
字
を
使

っ
た
第

l
首
を
は
じ
め
と
し
て
､
ア
ジ
ア
の
妻
展
と
平
和
の
た
め
に
日
清
両

国
の
善
隣
と
圃
結
を
夢
み
'
理
想
社
合

の
責
現
を
願

っ
た
明
治
の
人

ら
し
い
彼
の
思

い
が
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
宮
島
の

『
義
浩
堂
詩

集
』

(二
集

天
)
に
収
め
る
そ
の
詩
題
は

｢黄
参
賀
公
度
､

興
余

交
莫
逆
､
其
播
回
国
'
有
留
別
蔚
五
章
見
示
｡
困
和
英
韻
以
勝
｣
と

し
て

一
首
あ
げ
る
だ
け
だ
が
､
そ
の
五
首
す
べ
て
を
採
録
す
る

『
人

境
底
詩
草
集
注
』
に
は
､

｢黄
参
賀
公
度
君
､

婿
帝
京
有
留
別
作
七

律
五
篤
､
余
興
公
度
交
最
厚
､
臨
別
不
能
無
籍
然
鏑
魂
､
強
和
英
親

裁
平
生
､
以
充
勝
言
｣
と
あ
る
.
恐
ら
-
こ
れ
が
滑

っ
た
常
時
の
表

黄
遵
憲
と
宮
島
誠

一
郎

(隻
)

題
で
あ
ろ
う
｡

つ
ぎ
に
鷹
酬
の
最
後
の
詩
'
黄
遵
憲
の
第
五
首
と
宮

島
の
和
詩
第
五
首
と
の
試
諸
を
あ
げ

て
み
よ
う
｡

槍
浜
此
去
浩
無
填

回
首
江
城
意
更
親

昔
日
同
舟
多
敵
国

而
今
四
海
維
比
隣

更
行
二
高
三
千
里

等
是
東
西
南
北
人

猪
有
興
亜

l
粧
血

馬
君
戸
戸
染
紅
輪

き
よ

槍
浜

此
の
去

回
首
す
れ
ば

ら
ん

昔
日

同
舟

而
今

四
海

更
に
行
-
は

な等
ん
ぞ
是
れ

かぎ

浩
と
し
て

唄
-
無
し

ち
か

江
城

意
は
更
に
親
か

敵
国
多
か
-
L
に

総
べ
て
比
隣
な
-

二
高
三
千
里

東
西
南
北
の
人
な
る
や

た猪
だ

興
亜

一
握
の
血
の

君
が
為
に
戸
戸
に
紅
輪
を
染
む
る
有
-

121

(黄
達
意
)
大
海
を
ゆ
-
こ
の
旋
路
は
さ
ぞ
や
は
て
し
な
-
､
遠

ざ
か
る
江
戸
を
振
-
向
い
て
､
な
つ
か
し
い
人
た
ち

へ
の
思

い
を
つ

の
ら
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
か
つ
て
は
同
じ
舟
に
乗
-
合
わ
せ
て
も
敵

と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
､
だ
が
今
で
は
み
ん
な
仲
の
よ
い
友
に
な

っ
た
｡
そ
れ
が
ま
た
､
二
高
三
千
里
の
か
な
た
に
出
か
け
る
と
は
､

な
ぜ
か
-
も
わ
た
し
は
､
さ
す
ら
い
人
な
の
か
O
た
だ
ひ
と
つ
､
ア

ジ
ア
振
興
の
熱
意
に
燃
え
て
､
天
子
の
た
め
に
戸
ご
と
に
日
の
丸
を
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掲
げ

て
い

る
園
が
あ
る
の
に
｡

莫
説
天
涯
輿
地
堀

電
機
通
信
意
相
親

連
衡
董
策
希
興
亜

眉
歯
論
交
貴
善
隣

十
室
由
来
猶
有
士

中
原
到
虞
豊
無
人

期
君
早
逐
経
時
志

海
陸
兼
営
両
火
輪

はて

は
て

説
う
莫
か
れ

天
の
涯
と
地
の
壇
と

ち
か

電
機

通
信

意
は
相
親
し

ね
が

連
衡

喜
策

興
亜
を
希
い

眉

薗

論
交

善
隣
を
貴
と
ぶ

十
重

由
来

猶

士
有
-

中
原

到
る
虞

豊
に
人
無
か
ら
ん
や

つと

君
が
早
に
経
時
の
志
を
遂
げ

ふ
た

海
陸

兼
ね
て
両
つ
の
火
輪
を
営
む
を

期
さ
ん

(宮
島
)
天
と
地
の
は
て
に
離
れ
は
な
れ
な
ど
と
は
言
わ
れ
ま
す

な
､
電
信
や
電
話
も
と
ど
-
今
の
世
で
は
､
い
つ
で
も
心
は
密
に
通

じ
あ
え
る
の
で
す
か
ら
｡
手
を
取
-
あ

っ
て
ア
ジ
ア
の
振
興
を
ね
が

い
､
お
隣
同
士
の
親
善
に
つ
と
め
ま
し
ょ
-
｡
十
軒
に

一
軒
は
忠
節

の
士
が
い
る
と
言
う
ご
と
-
､
あ
な
た
の
廉

い
お
園
に
ど
う
し
て
人

材
な
し
と
い
う
こ
と
が
あ
-
ま
し
ょ
う
｡
あ
な
た
が
か
ね
て
か
ら
の

大
志
を
い
っ
と
き
も
早
-
資
現
さ
れ
､
海
陸
と
も
に
強

い
軍
事
力
を

育
て
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
-
ま
す
｡

題
辞
に
見
え
る

｢黄
参
賢
公
度
､

余
と
交
わ
-
て
莫
逆
｣

｢余
は

公
度
と
交
わ
る
こ
と
最
も
厚
し
｣
と
い
う
こ
と
ば
に
は
､
宮
島
の
黄

達
意
に
た
い
す
る
交
情
の
深
さ
が
よ
-
示
さ
れ
る
ば
か
-
で
な
い
｡

こ
の
雁
酬
の
内
容
か
ら
見
て
､
両
国
が
強

い
国
家
と
な

っ
て
連
帯
し

た
い
と
い
う
理
想
を
ふ
た
-
が
常
に
語
-
あ

っ
た
仲
で
あ

っ
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

二

そ
こ
で
宮
島
誠

一
郎

(粟
香

一
八
三
八
天
保
九
～
l
九

二

明
治
四

十
四
)
に
つ
い
て
少
し
-
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

宮
島
誠

一
郎
は
､

わ
が
国
に
お
け
る
明
治
期
の
中
国
語
教
育
の
創
始
者
で
あ

っ
た
宮
島

大
八

(詠
士
)
の
父
で
あ
る
｡
欧
米
崇
拝
の
時
流
と
は
蓮
に
､
息
子

大
八
の
､
清
末
中
国
に
前
後
七
年
の
長
き
に
わ
た
る
留
学
を
支
持
し

た
鮎
で
も
､
特
異
篤
志
の
人
で
あ

っ
た
｡
大
八
は
は
じ
め
蓮
池
書
院

⑤

主
講
だ

っ
た
張
廉
卿

に

師
事
し
､
の
ち
師
の
死
去
に
至
る
ま
で
直
接

そ
の
身
適
に
随
行
し
て
学
び
､
の
ち
書
家
と
し
て
大
成
す
る
｡
大
八

が
中
園
語
教
科
書

『
急
就
篇
』
の
制
作
お
よ
び

｢善
隣
書
院
｣
で
の

中
国
語
教
育
事
業
に
お
い
て
､
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
先
駆
者
で
あ
る
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こ
と
は
資
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
こ
の
宮
島
父
子
に
つ
い
て
は
'

魚
住
和
晃
著

『宮
島
詠
士
-
人
と
垂
術
』
(二
玄
社

l
九
九
〇
年
)
に

詳
通
さ
れ
て
お
-
､
今
は
該
書
に
摸
-
つ
つ
､
誠

丁
邸
の
略
歴
を
示

す
｡宮

島
誠

一
郎
､

一
八
三
八
(天
保
九
)
年
生
ま
れ
､

一
九

二

(明
治

四
四
)
年
没
､
享
年
七
十
三
歳
｡
米
浮
薄
砿
筆
吟
味
方
宮
島

一
郎
左

衛
門
書
利

(
一
瓢
)
の
長
男
と
し
て
､
米
滞
城
下
に
生
ま
れ
た
｡
幼

名
は
熊
蔵
｡
乗
香
､
義
浩
堂
と
壊
し
た
｡
藩
校
興
譲
館
に
学
び
､
そ

の
俊
才
ぶ
-
を
草
揮
し
､
の
ち
興
譲
館
の
助
教
を
勤
め
る
｡
ま
た
窪

田
梨
演
に
師
事
し
て
漢
詩
を
学
ん
だ
o
誠

一
郎
は
戊
辰
戦
争
の
と
き
､

東
北
諸
藩
の
協
和
と
非
戦
を
ね
が
い
､
米
浮
薄
の
た
め
に
全
力
を
つ

-
し
た
の
だ
が
'
結
局
米
浮
薄
は
敗
者
と
な
る
｡
そ
の
後
､
彼
の
寛

力
を
知
る
勝
海
舟
の
紹
介
に
よ
っ
て
大
久
保
利
通
に
面
識
を
え
､
そ

の
推
挙
に
よ
っ
て
明
治
三
年
､
新
政
府
に
文
官
と
し
て
参
蓋
す
る
｡

初
め
は
漢
学
の
素
養
を
買
わ
れ
て
､
詔
勅
や
公
文
書
の
起
草
や
記
録

⑥

に
督
た
っ
た
｡
な
お
彼
が
､
立
憲
政
治
を
目
指
す
憲
政
立
国
論
の
先

⑦

覚
者
で
も
あ

っ
た
こ
と
は
､
注
目
さ
れ
て
よ
い
｡

維
新
政
府
に
あ

っ
て
は
､
宮
島
は
も
ち
ろ
ん
敗
者
側
か
ら
の
参
入

黄
選
書
と
宮
島
誠

一
郎

(寛
)

者
で
し
か
な
い
｡
ゆ
え
に
官
界
で
は
､
学
識
と
資
力
に
相
鷹
の
地
位⑧

や
順
調
な
昇
進
を
得
た
と
は
言
い
が
た
-
､
む
し
ろ
不
遇
で
あ

っ
た

｡

｢明
治
十
年
､
東
京
に
清
園
公
使
館
が
設
置
さ
れ
､
交
渉
の
必
要
が

ふ
え
る
と
､
外
交
に
慣
れ
ぬ
政
府
は
､
外
交
官
で
な
い
誠

一
郎
に
多

-
を
託
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
卓
抜
な
る
漢
学
の
素
養
を
も
ち
､
漢
詩

文
を
よ
-
し
た
彼
は
､
ま
さ
に
そ
の
任
に
は
適
材
で
あ

っ
た
｡
｣
と
魚

住
は
言
い
､
そ
の
結
果

｢初
代
公
使
､
何
如
埠
､
二
代
お
よ
び
四
代

公
使
の
梨
庶
昌
､
そ
れ
ら
の
下
に
あ

っ
た
張
斯
桂
､
黄
遵
憲
､
楊
守

敬
､
張
抗
ら
と
親
密
な
交
際
を
持
ち
､
随

一
の
親
中
国
派
と
し
て
知

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｣
と
言
う
｡
こ
の
間
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
､

督
事
の
日
清
関
係
と
誠

一
郎
自
身
の
記
述
を
あ
わ
せ
て
以
下
に
少
し

詳
し
-
見
る
こ
と
と
す
る
｡

一
八
七
二
(明
治
五
)
年
､
贋
藩
置
願
に
よ
る
琉
球
虞
分
に
関
連
し

て
'
日
清
問
に
琉
球
の
帝
展
問
題
を
め
ぐ
る
泥
沼
の
交
渉
が
始
ま
る
｡

さ
ら
に
二
年
後
の
七
四
年
､
毒
酒
に
漂
着
し
て
殺
害
さ
れ
た
琉
球
人

に
封
す
る
報
復
措
置
を
名
目
と
し
た
日
本
政
府
の
重
商
出
兵
な
ど
が

あ

っ
て
､
琉
球
統
治
健
を
争
う
交
渉
は
深
刻
化
す
る
｡
そ
れ
ら
の
懸

案
を
解
決
す
る
た
め
に
と
､
清
朝
に
対
し
日
本
政
府
は
日
本
公
使
を
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放

涯
達
し
た
上
で
､

蒲
団
特
命
公
使
の
派
遣
を
要
請
し
て
い
た
6
よ
う

や
-

一
八
七
六

(明
治
九
)
年
十
二
月
'
清
朝
政
府
は
翰
林
院
侍
講
の

何
如
埠
を
欽
差
大
臣
と
し
て
日
本
駐
節
を
命
じ
､
通
商
司
張
漸
桂
を

副
使
と
す
る
決
定
を
下
し
た
が
､

日
本
側
の
内
紛

(西
南
事
変
な
ど
)

や
疫
病

コ
レ
ラ
の
流
行
も
あ
っ
て
､
公
使
の
1
行
が
横
演
港
に
到
着

し
た
の
は
､

一
年
後
の
十
年
十

一
月
十
二
日
で
あ
る
｡
そ
し
て
十
二

月
二
十

一
日

(日
本
の
暦
で
は
明
治
十
一
年
一
月
)､

一
行
は
芝
山
内
の

月
界
院
を
借
-
う
け
て
使
館
と
し
た
の
で
あ

っ
た

(以
後
年
月
日
は

中
国
側
が
陰
暦
､
日
本
側
が
陽
暦
に
よ
る
)
0

｢早
晩
此
球
案

ハ
両
国
ノ
一
大
問
題
卜
成
ル
コ
ト
昭
然
ク
リ
､
余

久
シ
ク
此
事
ヲ
憂
ル
ト
雄
モ
此
事
己

二
此

二
到
ル
､
策
ノ
奈
何
ス
へ

キ
モ
ナ
シ
､
-
-
予
今
公
使
ノ
来
ル
ニ
際
シ
､
文
事
ヲ
以
テ
私
交
ヲ

修
ス
ル
ト
雄
そ
､
其
志

ハ
亜
細
亜
大
局
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
在
り
､
但
球

事
ノ
終
局
ナ
ラ
サ
ル
､
虞
ノ
交
際

ハ
不
可
求
､
前
後
ノ
事
情
ヲ
掛
酌

⑨

シ
テ
顧
慮
ス
ル
所
以
ナ
リ

｣

と
記
す
よ
う
に
'
両
国
の
交
渉
が
紛
糾
す
る
こ
と
を
宮
島
は
懸
念

し
て
い
た
｡
明
治
十

一
年
の
お
そ
ら
-

一
月
か
ら
三
月
十
四
日
ま
で

の
あ
る
日
､
外
務
省
よ
-
清
国
代
表
と
の
鷹
接
要
員
と
し
て
､
宮
島

へ
の
任
用
内
示
が
あ

っ
た
ら
し
い
｡
そ
れ
に
対
し

｢深
-
時
勢
を
考

え
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
｣
､
外
交
上
の
政
府
公
式
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ

と
を
敢
え
て
避
け
る
｡
内
示
を
受
け
た
後
の
三
月
十
四
日
す
ぎ
に
大

久
保
利
通
を
尋
ね
た
彼
は
､
こ
の
件
に
関
す
る
進
退
を
諮
-
､
大
久

保
の
同
意
の
も
と
に
自
身
の
と
る
べ
き
道
を
決
め
た
の
で
あ

っ
た
｡

｢頃
者
外
務
省
ヨ
リ
構
図
鷹
接
ノ
馬
メ
､
採
用
致
度
云
々
､
内
議

有
之
､
此
事
例
掛
酌
ス
ル
所
ア
リ
'
前
キ
ニ
鮫
島
尚
信
ノ

(外
務
大

柿
)
悌
園
公
使
卜
為
り
､
赴
任
ス
ル
ニ
臨
,,,､
予
深
ク
約
ス
ル
所
ア

リ
､
洋
行
三
年
ノ
間

ハ
､
依
然
ト
シ
テ
身
ヲ
動
ス
無
ク
'
他
日
蹄
朝

ノ
日
ヲ
待
テ
､

一
掃
ヲ
試
ミ
ヨ
ト
､
予
亦
左
院
顧
院
以
来

ハ
'
深
ク

時
勢
ヲ
考
ル
虞
ア
リ
､
軽
軽
率
動
､

一
時
ノ
柴
利
ヲ
貴
ル
､
素
ヨ
リ

好

マ
サ
ル
所
､
況
ヤ
清
園
公
使
今
日
ノ
談
話

ハ
､
両
国
交
歓
ノ
始
メ

ニ
シ
テ
､
僅

二
皮
膚
ノ
談
而
己
､
其
心
術
如
何

ハ
､
却
テ
閑
接
ノ
交

際

二
在
り
､
今
若
シ
公
然
外
務
省

二
奉
職
セ
ハ
､
他
日
有
事
ノ
日
､

却
テ
嫌
忌
ヲ
免
カ
レ
ス
､
偽
テ
l
日
大
久
保
家

へ
参
り
'
前
後
ノ
事

情
ヲ
逐

一
談
シ
､
猶

此
後
ノ
方
向
モ
深
ク
相
謀
リ
シ
ニ
'
参
議
ノ

考
慮
モ
同
案

1〓
丁
､
閑
接
ノ
交
際

ハ
却
テ
政
府
ノ
馬
メ
ニ
利
益
可
有

之
､
只
管
ラ
両
国
ノ
協
和

二
注
意
シ
､
何
ク
迄
モ
親
睦
致
候
様
偏

へ
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⑳

ニ
依
頼

ス
ル
云
々
｣

｢閑
接

ノ
交
際
｣
に
徹
す
る
と
決
め
た
宮
島
の
理
由
に
は
､
少
な

-
と
も
次
の
四
郎
が
あ
る
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

そ
の

一
､
日
清
両
国
の
懸
案
事
項
で
あ
る
琉
球
帝
展
と
い
う
先
銀

な
政
治
問
題
が
あ
-
'
国
論
も
さ
ま
ざ
ま
に
揺
れ
て
い
た
普
時
に
あ

っ
て
､
必
要
な
折
衝
に
普
面
し
た
と
き
､
彼
自
身
の
考
え
に
沿

っ
て

こ
と
を
進
め
る
に
は
､
飴
-
に
も
難
し
い
と
知

っ
て
い
た
こ
と
｡

そ
の
二
､
外
交
官
の
立
場
は
､
こ
と
に
軽
撃
を
許
さ
れ
ぬ
も
の
だ

と
以
前
よ
-
考
え
て
い
た
こ
と
｡

そ
の
三
､
華
や
か
な
舞
蔓
で
の
名
著
や

一
時
的
な
栄
達
を
の
ぞ
む

意
志
は
な
か
っ
た
こ
と
｡

そ
の
四
､
左
院
の
改
蕨
と
い
っ
た
新
政
府
の
官
庶
鮭
制
の
不
安
定

に
と
も
な
う
､
彼
自
身
の
立
場
の
弱
き
を
よ
-
認
識
し
て
い
た
こ
と
.

い
ず
れ
に
し
て
も
彼
自
身
の
判
断
に
よ
る
最
善
の
立
場
を
取
ろ
う

と
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
､

も
ち
ろ
ん
日
本
政
府

の
利
益

の
た
め

に
､
ひ
た
す
ら
両
国
の
協
和
に
注
意
し
'
ど
こ
ま
で
も
親
睦
に
つ
と

め
る
こ
と
も
普
然
の
了
解
事
項
で
あ

っ
た
｡
公
使
た
ち
と
の
筆
談
を

大
久
保
に
報
告
し
､
清
園
側
の
意
向
を
俸
え
て
い
た
の
は
そ
の
故
で

黄
遵
意
と
宮
島
誠
一
郎

(寛
)

⑪
あ

る｡大
久
保
は
そ
の
す
ぐ
後
の
五
月
十
四
日
､
石
川
藩
士
族
ら
に

ょ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
が
､
宮
島
は
そ
の
後
も
岩
倉
な
ど
政
府
要
人
に

筆
談
の
事
情
を
説
明
し
て
お
-
'
日
本
政
府
の
裏
面
工
作
員
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
｡
も
ち
ろ
ん
清
園
側
の
代
表
も
そ
の
こ
と
を
承
知

し
て
の
往
来
で
あ

っ
た
｡

だ
が
そ
う
し
た
政
治
問
題
に
か
か
わ
る
中
間
窓
口
と
は
別
に
､
彼

と
黄
達
意
と
の
交
遊
は
､
寧
問
や
文
学
を
通
し
て
深
ま

っ
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
責
遵
憲
が

｢
日
本
で
漢
字
の
詩
文
を

通
し
た
交
わ
-
に
恵
ま
れ
'
詩
を
作
れ
ば
す
ぐ
守

っ
て
停
え
ら
れ
た
｡

明
治
維
新
史
の
初
稿
を
書
き
終
え
る
と
､
そ
れ
が
す
ぐ
中
国
以
外
の

国
に
も
讃
ま
れ
る
に
至
る
と
は
｣
と
留
別
第
三
首
に
示
す
(宮
島

一
人

を
う
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
)
の
に
た
い
し
て
'
宮
島
の
遠
別
第
三

首
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
-
0

幸
然
文
字
結
奇
縁

幸
然
た
-

文
字
は
奇
縁
を
結
ぶ
を

衣
鉢
偏
宜
際
此
停

衣
鉢

備
え
に
宜
し
-
此
に
際
し
て
停

う
べ
し

⑫

霞
館
秋
吟
明
月
夜

霞
館

秋
に
吟
ず

明
月
の
夜

⑬

麹
衝
春
酌
早
横
天

麹
街

春
に
酌
む

早
樫
の
天
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中
国
文
畢
報

第
五
十
筋

佳
篇
上
梓
人
争
涌

新
史
盈
箱
手
自
編

恰
愛
過
江
名
士
好

新
願
裾
履
若
神
仙

三

佳
篇

上
梓
す
れ
ば

人
争
い
諭
す

ち

新
史

箱
に
盈
つ
る
は

手
自
ず
か
ら

編
め
-

あ
た

恰
か
も
愛
す

江
を
過
ぎ
-
し
名
士
の

好
き
を

へん
ペ
ん

く
ん
げ
ぎ
⑭

ご
と

顧
厨
た
る

裾

展

神
仙
の

著

し

さ
て
､
黄
達
意
と
誠

1
邸
と
の
出
合

い
が

l
八
七
七
年
で
あ

っ
た

こ
と
､
そ
の
誠

一
郎
は
七
六
年
か
ら
歴
史
編
纂
に
た
ず
さ
わ
る
べ
き

修
史
局
､
つ
い
で
修
史
館
の
御
用
掛
に
な

っ
て
い
る
こ
と
､
そ
れ
が

黄
適
意
の
在
任
期
間
及
び

『
日
本
闘
志
』
執
筆
の
時
期
と
重
な
る
こ

と
に
､
と
-
に
筆
者
は
注
目
し
た
い
｡

修
史
館
と
は
､
明
治
二
年
に
政
府
が
設
置
し
た
歴
史
編
纂
所
の
後

身
で
'
太
政
官
制
の
も
と
で
の
歴
史
課
(七
二
年
)､
修
史
局
(七
五
年
)
､

修
史
館

(七
七
年
)
と
､
機
構
規
模
や
名
辞
の
改
贋
を
経
て
は
い
る
が
､

要
す
る
に
明
治
国
家
の
正
統
性
と
檀
戒
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
､
皇
園
史
観
に
よ
る
歴
史
編
纂
事
業
の
機
関
で
あ
る
O
黄
遵
憲

の
著
述
に
使
わ
れ
て
い
る
資
料
は
､
こ
の
修
史
館
に
収
集
所
蔵
さ
れ

た
文
献
を
多
-
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
詳
述

す
る
飴
裕
は
な
い
が
､
使
わ
れ
た
基
本
資
料
は
明
ら
か
に
潜
時
整
理

⑮

ざ
れ
つ
つ
あ

っ
た
書
物
に
よ
っ
て
お
-

､

そ
れ
に
関
す
る
彼
の
理
解

も
日
本
の
普
事
者
と
し
て
要
路
に
在
る
も
の
の
説
明
に
よ
っ
て
の
み

可
能
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
宮
島
の
ほ
か
に
も
適
切
な

解
説
や
知
識
を
興
え
た
と
思
わ
れ
る
人
は
も
ち
ろ
ん
多
-
､
青
山
延

薫
'
巌
谷

〓
ハ
'
長
三
洲
ら
も
ま
た
修
史
館
勤
務
で
あ

っ
た
こ
と
が

『
大
河
内
文
書
』
に
見
え
る
が
､
そ
の
中
で
最
も
頻
度
高
-

｢
ひ
と

つ
の
灯
火
の
も
と
で
｣
､

資
料
を
講
み
議
論
し
た
の
は
ー

お
そ
ら
-

宮
島
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡

黄
遵
憲
は
光
緒
十
三

(
一
八
八
九
明
治
二
十
二
)
年
夏
五
月
､
『
日
本

国
志
』
に
叙
し
て
い
う
｡
日
本

へ
の
赴
任
に
際
し
､
｢今
之
参
質
官
､

即
古
之
小
行
人
外
史
氏
之
職
也
｣
と
白
か
ら
任
じ
､
『
周
穫
』
に
い
-

｢小
行
人
｣
の
ご
と
-
､
任
地
の
歌
謡
､
風
俗
を
採
集
し
そ
の

｢志
｣

を
著
わ
そ
-
と
決
意
し
た
､
と
｡
し
か
し
賓
際
に
着
手
す
る
に
は
､

準
備
期
間
が
必
要
で
あ
-
､
初
め
の
二
年
が
費
や
さ
れ
た
､
そ
の
期

間
に
す
こ
し
ず

つ
日
本
の
文
書
を
讃
む
こ
と
に
も
な
れ
(居
東
二
年
精
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梢
習
其
文
頭
其
書
)､
日
本
の
知
識
人
と
交
遊
し

(輿
其
士
大
夫
交
遊
)､

か
-
て
起
草
に
踏
み
切
っ
た

(逐
語
凡
起
例
創
日
本
闘
志
三
日朝
夕
編
輯

甫
創
稿
本
)
と
記
す
｡
こ
こ
に
い
-

｢士
大
夫
｣
に
は
複
数
の
人
が
意

味
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
-
が
､
陰
の
協
力
者
と
し
て
最
大
の
人
は
宮
島

誠

1
邸
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
筆
者
は
推
測
す
る
の
で
あ
る
O
鋭
い
議

論
家
で
あ

っ
た
黄
遵
憲
が
､
骨
の
あ
る
相
手
を
求
め
る
人
で
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
､

｢
一
高
の
灯
火

最
も
相
い
親
し
み
､

日
日

串
聾

ひ

麹
塵
を
披

け
-
｣
と
い
い
､
頻
繁
な
交
流
を
も
ち
え
た
宮
島
を
な
つ

か
し
む
こ
と
｡
そ
の
間
の
宮
島
の
勤
務
先
が
､
基
本
文
献
を
提
供
す

る
の
に
き
わ
め
て
有
利
な
修
史
館
で
あ

っ
た
こ
と
｡
『養
浩
堂
私
記
』

の
記
述
内
容
で
も
分
か
る
よ
う
に
'
宮
島
自
身
が
高
い
学
識
知
見
を

も
ち
､
か
つ
封
等
の
議
論
に
値
す
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
t
な
ど
が

そ
の
可
能
性
を
十
分
に
示
唆
す
る
｡
ま
た
'
上
の
第
三
首
に
い
う
｢佳

篇
上
梓
す
れ
ば
人
争
い
諭
す
'
新
史
の
箱
に
盈
つ
る
は
手
自
ず
か
ら

編
め
-
｣
が
'

『
日
本
難
事
詩
』

(衆
目
二
年
足
ら
ず
の
光
緒
五
年
秋
初

刊
本

同
文
館
'
同
六
年
二
月
王
箱
に
よ
る
活
字
本
)
と

『
日
本
国
志
』

(第
一
稿
)
を
指
し
て
お
-
､
と
-
に

『
日
本
闘
志
』
の
労
作
が
宮
島

と
黄
遵
憲
の
親
密
な
交
遊
の
な
か
で
生
ま
れ
た
成
果
で
あ

っ
た
こ
と

責
遺
棄
と
宮
島
誠

一
郎

(隻
)

を
心
よ
-
喜
び
祝

っ
て
い
る
と
筆
者
に
は
諌
め
る
か
ら
で
あ
る
｡
宮

島
が

｢黄
遵
憲
が
手
ず
か
ら
編
ん
だ
｣
と
し
て
､
自
ら
の
協
力
を
全

-
述
べ
な
い
の
は
､
そ
の
人
柄
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
両
者
の
関
係

が
表
立
つ
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
黄
遵
憲
が
の
ち
に

上
梓
さ
れ
た

『
日
本
国
志
』
の
叙
で

｢士
大
夫
と
の
交
遊
｣
と
し
か

記
さ
な
い
の
も
､
彼
ら
ふ
た
-
の
願
い
に
逆
行
す
る
緊
張
し
た
情
勢

が
廉
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
｡
日
清
俵
的
改
正

の
交
渉
が
難
航
し
､
交
渉
の
中
止
を
日
本
側
が
通
告
し
た
の
が

一
八

八
八
年
､
そ
れ
は

『
日
本
国
志
』
叙
文
執
筆
の
前
年
で
あ

っ
た
｡
先

に
述
べ
た
宮
島
の
政
府
内
で
の
位
置
や
立
場
を
勘
案
す
れ
ば
､
単
な

る
憶
測
の
域
を
出
な
い
と
し
て
も
､
そ
う
し
た
援
助
が
こ
と
ご
と
し

-
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
危
供
し
た
結
果
の
､
撃
方
の
獣
契
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

ふ
た
-
の
親
交
は
口
頭
の
食
詰
に
よ
っ
て
で
は
な
-
筆
談
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
｡
そ
の
克
明
な
内
容
を
含
む
記
録
が
､
凡
帳
面
な
記
録

家
で
も
あ

っ
た
宮
島
自
身
の
丁
寧
な
清
書
を
経
て
'
『養
浩
堂
私
記
』

の
形
で
今
も
大
切
に
保
存
さ
れ
て
お
-
､
同
時
期
の
同
様
の
筆
談
記

銘
で
あ
る

『
大
河
内
文
書
』
と
並
ん
で
､
貴
重
な
資
料
と
し
て
の
意
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中
国
文
革
報

第
五
十
冊

義
を
持

つ
｡

本
論
文
は
特
定
研
究

｢近
代
日
本
と
中
国

･
ア
ジ
ア

･
太
平
洋
地

域

の
相
互
交
流
と
文
化
形
成

に
関
す
る
研
究

-
『
宮

島

家

文

書
』

の

全
資
料
研
字
化
を
中
心
と
し
て
I
｣

に
よ
る
研
究
報
告

の

1
つ
で
あ

-
､

こ
こ
に
利
用
し
た

『
義
浩
堂
私
記
』

は
そ

の
未
公
刊
資
料
で
あ

る
こ
と
を
付
記
す
る
｡

一
九
九
五
年

一
月
十
日
稿

注こ
の
注
で
は
黄
道
憲

『
人
境
底
詩
草
集
注
』

(銀
仲
聯
集
注

上
海
古

籍
出
版
社

一
九
八

一
年
)
を
A
t
宮
島
誠

1
郎

『
義
浩
堂
詩
集
』
を
B
t

同

『
養
浩
堂
私
記
』
を
C
と
略
記
す
る
｡

①

A
三
三
七
頁
｡

④

｢
壬
午
春
'
余
往
美
洲
'
設
儀
於
墨
江
酒
棲
'
各
賦
詩
迭
行
'
多
有
和

余
留
別
記
者
｣
(
A
五
八
二
頁
自
注
)
o
｢
江
東
中
村
棲
大
合
'

同
人
幾

何
星
使
黄
参
賀
蹄
圃
'
席
上
既
望
､
明
治
壬
午

(十
五
年
)｣
(
B
二
集
)

と
あ
る
｡
正
客
と
し
て
清
園
の
初
代
使
日
公
使
を
つ
と
め
た
何
如
噂
と

参
賀
官
の
責
連
番
｡
何
如
噂
は
任
期
満
了
で
後
任
の
賓
庶
昌
と
の
交
替

に
よ
る
蹄
園
'
黄
遵
憲
は
参
質
か
ら
絶
領
事

へ
の
条
樽
で
の
離
日
で
あ

る
｡
こ
の
宴
に
は
新
任
公
使
賓
庶
昌
の
歓
迎
合
も
兼
ね
た
可
能
性
が
あ

る
が
'
ま
だ
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
｡
｢
誠
日
'
及
新
任
公
使
来
'
一
日

有
暇
'
則
儀
宴
於
中
村
模
'
以
表
別
情
'
此
事
既
告
之
閣
下
'
今
数
十
名

箆
合
主
､
専
斡
旋
'
願
勿
最
善
約
｣
(
C
無
二
二明
治
十
五
年
二
月
七
日
の

保
)
(日
本
で
は
明
治
六
年
よ
-
新
暦
に
よ
る
)
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

な
お
そ
れ
よ
-
前
の
新
暦
二
月
四
日
の
C
に

｢
何
如
嘩
黄
達
意
ヲ
招

テ
鏡
宴
ヲ
開
キ
'
勝
安
房
'
吉
井
友
賓
二
君
ヲ
招
テ
同
食
シ
歓
飲
数
刻
､

黄
氏
喜

一
詩
'
天
下
英
雄
君
操
耳
'
高
談
雄
痔
四
迄
驚
'
紅
馨
碧
眼
正

横
甚
'
要
輿
諸
君
為
弟
兄
｣
｡
ま
た
二
月
十
六
日
の
候
に

｢
訪
何
公
使
｣

と
あ

っ
て
'
磯
別
の
漆
器
な
ど
を
滑
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
宮

島
が
餓
別
宴
を
公
的
の
は
か
'
私
的
に
も
開
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

A
五
八
二
貢
☆
大
沼
厚

･
枕
山
'
六
十
歳
｡
南
摩
綱
紀

･
羽
峯
'
四

十
五
歳
｡
亀
谷
行

･
省
軒
'
四
十
歳
｡
巌
谷
慨

二

六
㌧
四
十
四
歳
｡

蒲
生
重
章

･
桐
亭
'
四
十
五
歳
｡
青
山
延
蓑

･
季
卿
'
～
｡
☆
小
野
長

原

･
湖
山
'
六
十
四
歳
｡
森
魯
直

･
春
涛
'
五
十
九
歳
｡
岡
千
佼

･
鹿

門
'
五
十
歳
｡

☆
鰻
元
邦

･
松
塘
'

五
十
五
歳
｡
(年
齢
は
明
治
十
五

年
常
時
｡
☆
印
の
三
人
は
'
梁
川
星
巌
門
下
の
三
高
足
と
解
さ
れ
た
)
0

な
お
'
黄
遵

憲
が
交
流
し
た
日
本
人
に
つ
い
て
は
'
佐
藤
保
著

｢
黄
遵

憲
在
日
本
｣
(『
中
日
関
係
史
研
究
』
北
京
中
日
関
係
史
学
舎

･
北
京
市

中
日
舶
係
史
研
究
合
合
編

1
九
九
二
年
第
四
期
)
に
論
及
が
あ
る
の

で
参
照
さ
れ
た
い
｡

｢績

･
懐
人
詩
｣
(
A
五
七
八
頁
)
は
'
黄
遵
憲
が
出
合

っ
た
こ
と
の

あ
る
人
々
を
'
懐
古
し
た
七
絶
全
十
五
首
｡
伊
藤
博
文
'
榎
本
武
揚
'

大
山
巌
'
浅
田
惟
常
'
重
野
安
梓
'
官
本
小

1
､
宮
島
誠

1
郎
'
秋
月

桂
樹
'
巌
谷
修

･
日
下
部
東
作
ら
と
注
③
の
十
名
'
あ
わ
せ
て
日
本
人

二
十
名
を
詠
ん
だ
十
首
の
は
か
'
穿
嘉
締

(
ア
メ
リ
カ
人
教
師
'
張
副
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使
に
準
え
ら
れ
て
随
員
と
な
る
O)
'
博
烈
秘

(清
朝
の
駐
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
領
事
)
'
金
宏
集

(朝
鮮
の
左
議
政
大
臣
)
'
閲
泳
胡

(朝
鮮
の

閲
王
妃
の
弟
)'
馬
兼
才

(琉
球
の
世
族
'
黄
遵
憲
が
日
本
に
赴
任
す

る
途
中
の
舟
が
藤
戸
に
停
泊
中
'
琉
球
の
危
棟
を
直
訴
し
た
人
物
)
'

向
徳
宏

(同
じ
-
琉
球
の
世
族
)
の
六
人
を
う
た
っ
た
六
首
が
含
ま
れ

る
｡

⑨

詳
し
-
は
魚
住
和
晃
著

『
張
廉
卿

へ
悲
憤
と
憂
傷
の
書
人
)』
(榊
原

書
店

一
九
九
三
年
)
参
照
｡

㊥

出
仕
後
の
年
次
と
官
職
地
位
の
変
遷
は
以
下
の
通
-
0

一
八
七
〇

(明
治
三
)
年
三
十
二
歳

(待
詔
院
出
仕
)
｡

一
八
七

一

(明
治
四
)

年
三
十
三
歳

(左
院
大
議
生
)｡

一
八
七
二

(明
治
五
)
午

三
十
四
歳

(左
院
少
議
官
'
左
院
三
等
議
官
'
左
院
儀
制
課
長
)a

1

八
七
五

(明
治
八
)
年
三
十
七
歳

(左
院
麿
止
に
よ
っ
て
､
樺
少
内
史

に
韓
ず
)
｡

一
八
七
六

(明
治
九
)
年
三
十
八
歳

(内
史
厳
止
に
よ
-
修

史
局
御
用
掛
)
｡

一
八
七
七

(明
治
十
)
年
三
十
九
歳

(修
史
局
駿
止
に

よ
-
修
史
館
御
用
掛
)｡

一
八
七
九

(明
治
十
二
)
年
四
十

一
歳

(宮
内

省
御
用
掛
乗
勤
)
｡

一
八
八
四
(明
治
十
七
)
年
四
十
六
歳

(参
事
院
議

官
補
)｡

1
八
八
六

(明
治
十
九
)
年
四
十
八
歳

(華
族
局
主
事
補
).

1
八
八
八
(明
治
二
十

一
)
年
五
十
歳

(爵
位
局
主
事
補
)
｡

一
八
八
九

(明
治
二
十
二
)
年
五
十

1
歳

(爵
位
局
主
事
)
o

l
八
九
六

(明
治
二

十
九
)
年
五
十
八
歳

(勅
選
貴
族
院
議
員
).

⑦

誠

一
郎
は
立
憲
君
主
制
の
政
治
を
目
指
し
'
憲
法
制
定
に
情
熱
を
傾

け
た
｡
そ
の
漢
に
か
か
る

｢
立
国
憲
議
｣

(明
治
五
年
四
月
'
大
議
官

黄
遵
意
と
宮
島
誠
一
郎

(隻
)

伊
地
知
正
治
と
協
議
の
上
､
左
院
議
長

･
後
藤
象
二
郎
に
廷
白
)
は
i

新
政
府
に
お
け
る
憲
法
制
定
を
促
す
最
初
の
も
の
で
'
誠

一
郎
自
身
に

よ
る
手
記

｢
国
憲
編
纂
起
源
｣
(『
明
治
文
化
全
集

･
憲
政
篇
』
日
本
評

論
社

･
一
九
二
八
年
収
載
)
が
あ
る
｡

④

C
奄
二
に
は

｢
明
治
五
年
ヨ
リ
八
年

二
到
ル
マ
テ
余
在
官
中
往
々
心

ヲ
留
メ
紳
ヲ
寄
ス
ル
所
ナ
ル
然
ル
ニ
左
院
贋
院
ノ
後
内
史

二
被
任
九
月

内
外
史
厳
官

二
相
成
自
是
以
後

ハ
九
年
十
年
九
州
ノ
大
乱
卜
相
成
リ
タ

レ
ハ
自
然
二
琉
球
事
件
モ
其
縫
故
郷
ノ
姿
卜
相
成
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
余
政

府
ヲ
去
-
テ
後
史
筆

二
掲
載
ス
ル
重
大
ノ
事
件

ハ
大
略
左
ノ
如
シ
｣
と

あ
っ
て
'
自
己
の
著
述
を
列
記
す
る
｡
ま
た
修
史
館
員
の
俸
給
も
決
し

て
高
-
は
な
か
っ
た
よ
う
で
'
青
山
延
寿
が

｢
わ
た
し
は
修
史
館
で
は
'

史
料
を
あ
つ
め
る
の
が
つ
と
め
で
す
｡
こ
れ
を
撰
修
す
る
の
は
編
修
の

係
-
が
あ
-
ま
す
｡
-
俸
給
は
や
っ
と
生
活
が
で
き
る
だ
け
で
す
｡
ま

え
に
東
京
府
に
い
た
と
き
は
'
い
ま
の
俸
給
の
二
倍
で
し
た
｣
と
語
る

(『
大
河
内
文
書
』
)
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
.

㊥

C
巻
二

明
治
十

一
年

一
月
の
候
｡

⑲

同
右
｡
明
治
十

1
年
三
月
十
四
日
の
俵
O

⑪

同
右
｡
大
久
保
の
名
は
そ
の
没
後
に
も
し
ば
し
ば
見
え
る
｡

㊥
㊥

霞
館
は
公
使
館
を
指
し
､
麹
街
は
宮
島
の
自
宅
を
指
す
｡

⑭

袴
と
げ
た
｡
黄
遵
憲
は
こ
う
し
た
日
本
の
服
装
を
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
宮
島
の
家
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

ヽ
0

､■∨

⑯

注
㊥
の

『
大
河
内
文
書
』
参
照
｡
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