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間

立
著

清
末
中
園
の
封
日
政
策
と
日
本
語
認
識

|
|
朝
貢
と
候
約
の
は
ざ
ま
で
|
|

オミ
ホ木

土
口

彦

田

近
年
、
博
士
披
の
授
奥
が
長
年
の
研
究
の
集
大
成
に
封
し
て
よ
り
も
、
む

し
ろ
研
究
者
と
し
て
の
基
礎
訓
練
の
修
了
を
一
不
す
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
研
究
室
日
の
出
版
に
ま
で
た
ど
り
着
く
の

は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
こ
れ
も
近
年
増
え
た
と
は
い
え
、

日
本
の
大
挙
院
に
留
撃
し
て
き
た
外
園
人
と
な
れ
ば
尚
更
で
あ
り
、
向
学
位
論

文
は
何
と
か
書
け
て
も
と
て
も
書
物
に
し
て
世
に
問
う
段
階
に
は
な
い
こ
と

が
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
。
最
初
に
、
著
者
に
と
っ
て
は
外
園
語
た
る
日
本

語
で
博
土
論
文
を
執
筆
し
、
そ
れ
を
一
書
に
ま
で
ま
と
め
あ
げ
、
こ
う
し
て

上
梓
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
心
か
ら
の
敬
意
と
お
祝
い
の
念
を
率
直
に
表

し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
く
ど
く
ど
し
く
述
べ
立
て
た
の
も
、
本
書
の
主
題
が
ま
さ
に
、

そ
の
「
外
国
語
た
る
日
本
語
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
同
文
」
と
い
う
漠
た
る

意
識
は
日
中
聞
の
返
し
さ
、
親
し
さ
を
一
不
す
が
、
賓
際
に
は
雨
園
は
様
々
な

黙
で
隔
た
り
が
大
き
く
、
も
ち
ろ
ん
一
一
一
日
語
も
か
な
り
異
な
る
。
そ
の
こ
と
が

露
わ
に
な
っ
て
い
く
失
望
の
過
程
こ
そ
、
近
代
の
日
中
関
係
の
一
面
の
員
賓

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

本
書
は
全
五
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
序
論
と
結
論
と
が
附
さ
れ

て
い
る
。

序
論

第
一
章
清
朝
の
多
言
語
健
制
と
到
外
関
係

は
じ
め
に

第
一
節
清
朝
の
多
言
語
並
存
の
構
造

第
二
節
朝
貢
樫
制
に
お
け
る
刑
判
外
関
係
と
言
語
学
習

第
三
節
候
約
樫
制
と
外
国
語
随
一
7
校

小
括

第
二
章
江
戸
幕
府
の
上
海
泳
遣
に
釣
す
る
清
朝
の
釘
磨

は
じ
め
に

第
一
節
千
歳
丸
の
上
海
来
航

第
二
節
健
順
丸
の
上
海
来
航

第
三
節
長
崎
奉
行
か
ら
の
書
簡

d
括

第
三
章
日
清
修
好
係
規
の
締
結

は
じ
め
に

第
一
節
清
朝
官
僚
の
日
本
観

第

二

節

「
J

草
程
凶
」
か
ら
「
依
規
図
」
へ

小
括

第
四
章
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清
朝
官
僚
の

H
本
語
認
識

|
|
円
清
修
好
俊
規
の
正
文
規
定
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

第
一
節
候
約
の
正
文
規
定



柳
原
前
光
の
草
案

清
岡
側
の
草
案

日
清
修
好
俊
規
の
正
文
規
定

第
二
節

第
三
節

第
四
節

小
括

第
五
章
清
園
初
代
駐
日
公
使
園
と
日
本
語

は
じ
め
に

第
一
節
清
末
以
前
の
中
岡
書
籍
に
見
る
日
本
語

第
二
節
初
代
駐
日
外
交
官
か
ら
見
た
日
本
語

第
三
節
初
代
駐
日
公
使
園
の
円
本
語
通
語

小
括

結
論

681 

あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
く
と
、
本
書
の
主
題
は
題
名
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
通
り
清
朝
の
政
策
と
認
識
で
あ
っ
て
、

H
清
関
係
に
関
わ
る
史
賓
そ
の
も

の
の
愛
掘
や
賓
詮
、
日
本
側
の
政
策
や
一
認
識
な
ど
は
二
義
的
に
し
か
扱
わ
れ

な
い
。
こ
の
黙
、
著
者
の
姿
勢
は
禁
欲
的
で
あ
る
。

ま
ず
は
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
許
者
が
狭
義
の
専
門
の
研

究
者
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
本
書
で
は
第
二
章
か
ら
第
四
章

の
日
清
修
好
候
規
を
扱
っ
た
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
第
一
章
と
第
五
章
に
つ
い

て
は
い
さ
さ
か
的
外
れ
な
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
う
部
分
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
御
海
容
を
賜
り
た
い
。

回
目
頭
の
序
論
で
は
、
本
書
の
課
題
及
び
概
要
が
示
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
「
清
朝
の
針
外
関
係
の
再
編
は
朝
貢
艦
削
か
ら
係
約
艦
削
へ
の
韓
換
の

過
程
と
言
っ
て
よ
い
」
(
三
百
円
)

0

フ
ェ
ア
パ
ン
ク
(
]
同
町
内
出

5
2
r
)
か

ら
川
島
員
に
至
る
研
究
史
は
「
西
洋
中
心
論
」
か
ら
「
中
園
中
心
論
」
へ
の

推
移
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
研
究
の
到
象
も
候
約
園
と
の
関
係
か

ら
朝
貢
園
と
の
関
係
へ
と
接
大
し
た
。
保
約
園
で
も
朝
貢
園
で
も
な
か
っ
た

日
本
の
位
置
づ
け
の
検
討
は
、
そ
の
中
で
も
意
義
深
い
課
題
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
と
し
て
本
書
が
強
調
す
る
の
が
、
中
岡
人
の
日
本

語
認
識
で
あ
る
。
た
だ
し
、
更
に
別
の
歴
史
的
背
景
が
関
わ
る
こ
と
も
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
。
「
中
園
の
停
統
的
制
貢
龍
制
に
お
い
て
、
漢
文
は
あ
ら

ゆ
る
外
交
文
書
の
『
正
文
』
で
あ
っ
た
」
が
「
清
朝
の
図
語
は
満
文
で
あ
っ

た
」
(
一

O
頁
)
。
清
朝
は
多
言
語
凶
家
で
あ
り
、
針
外
関
係
に
お
い
て
も
漢

文
の
地
位
は
元
々
相
封
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
前
提
の
上
で
、

一
八
六

0
年
代
の
幕
府
の
上
海
来
航
か
ら
一
八
七
一
年
の
日
清
修
好
俊
規
の

締
結
と
そ
れ
に
績
く
駐
日
公
使
館
の
開
設
に
至
る
近
代
日
中
関
係
の
始
ま
り

に
お
け
る
、
清
朝
の
到
日
外
交
の
賓
態
が
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ

る。
第
一
章
は
、
清
朝
の
多
言
語
併
存
健
制
と
、
そ
こ
で
の
封
外
関
係
の
愛
容

に
つ
い
て
概
観
す
る
章
で
あ
る
。
多
数
汲
の
漠
人
で
は
な
く
少
数
汲
の
満
洲

人
の
王
朝
で
あ
っ
た
清
朝
は
、
園
策
の
決
定
や
凶
事
の
記
録
に
は
漏
文
を
用

い
て
い
た
が
、
漠
人
に
漏
文
息
子
習
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
満

洲
人
の
方
の
漢
化
を
防
ぐ
こ
と
に
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

一
方
で
、
版
園
の
西
北
側
に
は
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ウ
イ
グ
ル
な
ど
の

「
非
漢
文
世
界
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
漢
文
も
漢
人
官
僚
も
用
い
ら
れ
な
か

っ
た
。こ

こ
で
著
者
は
、
到
朝
貢
園
の
事
務
を
取
り
扱
う
組
織
に
つ
い
て
、
明
代

に
遡
っ
て
説
明
す
る
。
朝
貢
固
か
ら
の
文
書
を
翻
詳
す
る
と
共
に
必
要
な
各

図
語
の
教
育
も
行
う
四
夷
館
と
、
外
岡
か
ら
の
使
節
の
世
話
と
交
易
を
行
い

通
語
を
仕
事
と
す
る
曾
同
舘
と
が
あ
り
、
清
代
で
も
ほ
ぼ
同
じ
四
詳
舘
と
曾

107 



682 

同
館
と
が
設
け
ら
れ
た
o

後
に
合
同
四
誇
館
へ
と
合
併
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は

明
代
と
逢
っ
て
西
北
側
は
別
に
理
藩
院
が
管
轄
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ち
ら

で
は
、
ロ
シ
ア
と
の
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
候
約
(
一
六
八
九
年
)
に
お
い
て
ラ
テ

ン
語
の
侠
約
文
が
交
換
さ
れ
る
な
ど
漢
文
は
必
要
性
を
有
し
な
い
一
方
、
ロ

シ
ア
人
に
涌
文
・
漢
文
を
数
え
る
俄
羅
斯
館
と
ロ
シ
ア
語
を
皐
ぶ
俄
羅
斯
文

舘
と
が
設
け
ら
れ
た
。
更
に
、
清
朝
は
語
撃
に
長
け
た
西
洋
人
宣
教
師
ら
を

登
用
し
、
翻
誇
に
常
た
ら
せ
た
。

一
八
四
二
年
に
ア
ヘ
ン
戦
争
で
清
朝
が
敗
れ
た
後
、
西
洋
各
園
と
候
約
が

結
ば
れ
、
西
洋
人
の
中
園
血
学
習
目
、
西
洋
人
に
よ
る
中
図
書
籍
購
入
、
中
園
人

へ
の
外
園
語
教
育
が
許
可
さ
れ
た
も
の
の
、
正
式
に
外
図
語
的
学
校
が
設
立
さ

れ
る
の
は
二

O
年
後
の
一
八
六
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
五
八
年
の

「
中
英
、
中
仰
天
津
倹
約
の
正
文
規
定
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
漢
文
の
権
威

が
喪
失
し
た
が
、
そ
れ
が
外
凶
語
向
学
校
の
設
立
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
」

(七

O
百
ハ
)
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
績
く
三
つ
の
章
は
、
一
八
六
二
1

七
一
年
の
日
清
関
係
を
、
主
と

し
て
清
朝
側
の
認
識
を
中
心
に
描
い
た
部
分
で
あ
り
、
本
書
の
核
を
な
す
。

ま
ず
第
二
章
で
は
、
一
八
六
二
年
の
千
歳
丸
の
上
海
来
航
、
六
四
年
の
健
順

丸
の
上
海
来
航
、
六
八
年
の
長
崎
奉
行
と
上
海
道
芸
の
書
簡
往
復
と
い
う
よ

く
知
ら
れ
た
事
例
を
と
り
あ
げ
、
清
朝
内
部
で
の
封
日
認
識
の
愛
化
と
分
岐

を
描
き
出
す
。
千
歳
丸
の
貿
易
の
求
め
に
針
し
て
上
海
道
墓
は
、
オ
ラ
ン
ダ

商
人
の
貨
物
と
し
て
扱
う
限
り
に
お
い
て
例
外
的
に
許
し
た
が
、
こ
れ
は

「
朝
貢
健
制
の
理
念
に
基
づ
い
」
た
「
「
天
朝
は
遠
人
を
懐
柔
す
る
』
と
い

う
惇
統
的
な
封
磨
」
で
あ
っ
た
(
八
六
!
八
七
頁
)
。
五
口
通
商
大
臣
や
線

理
街
門
は
こ
の
よ
う
な
例
外
が
各
国
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
危
険
性
を
注

意
し
、
道
官
官
も
「
日
本
側
の
『
一
頑
同
仁
』
な
ど
の
中
華
思
想
的
な
愛
言
か

ら
通
商
の
誠
音
ω
を
察
し
」
た
も
の
の
(
八
九
頁
)
、
通
例
と
な
る
こ
と
は
避

け
よ
う
と
し
た
。
円
本
側
は
更
に
、
清
朝
か
ら
日
本
に
は
商
人
が
来
て
い
る

の
だ
か
ら
そ
の
逆
も
首
然
で
あ
ろ
う
し
、
清
算
を
済
ま
せ
な
い
尚
人
が
い
た

り
、
増
え
漬
け
る
中
園
人
難
民
の
管
理
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
訴
え
た
。
部

分
的
に
納
得
し
た
道
官
室
は
日
本
に
限
っ
て
上
海
一
港
の
み
通
商
を
許
吋
す
べ

き
だ
と
い
総
理
街
門
に
報
告
し
た
が
、
外
図
人
へ
の
不
信
感
の
た
め
、
新
た
な

指
不
は
出
な
か
っ
た
。

千
歳
丸
の
来
航
は
、
清
朝
の
一
部
に
、
候
約
凶
と
も
無
僚
約
通
商
圏
と
も

朝
貢
園
と
も
異
な
る
日
本
の
位
置
づ
け
を
促
す
も
の
と
な
っ
た
。
次
に
来
航

し
た
健
順
丸
は
早
々
に
婦
図
し
た
が
、
清
朝
の
側
は
上
海
一
港
の
み
の
貿
易

を
通
例
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
長
崎
奉
行
が
上
海
道
墓
に
書
簡
を
寄
せ
、
政
券
を
定
め
、
通
商

だ
け
で
な
く
皐
術
の
停
習
、
長
期
の
滞
在
を
許
可
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ

に
釘
し
て
清
朝
内
で
は
、
新
し
い
遁
蓋
の
麿
賓
時
が
、
貿
易
は
認
め
る
が
日

本
を
制
限
定
持
制
)
す
る
章
程
を
定
め
、
総
約
闘
を
増
や
さ
な
い
と
い
う
針

策
を
提
言
し
た
。
こ
れ
は
新
し
い
五
日
通
商
大
臣
の
曾
園
藩
や
線
理
街
門
の

認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
彼
は
日
本
と
の
貿
易
の
賓
態
を
調
べ
な
が
ら
章
程

を
検
討
し
た
が
、
円
本
側
へ
の
返
信
で
は
ま
だ
そ
の
こ
と
は
一
不
さ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
問
、
清
朝
側
で
は
到

H
認
識
が
事
賓
に
p

即
し
て
深
化
し
、
日

本
は
濁
特
の
存
在
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
前
章
を
受
け
、
日
清
修
好
俊
規
締
結
ま
で
の
清
朝
側
の
認
識

と
政
策
を
取
り
扱
う
。
柳
原
前
光
ら

H
本
の
一
行
は
、
そ
れ
ま
で
と
遠
い
上

海
だ
け
に
腎
ま
ら
ず
天
津
に
ま
で
進
み
、
外
務
卿
か
ら
の
書
簡
を
提
出
し
た
。

新
任
の
直
隷
総
督
李
鴻
章
や
三
日
通
尚
大
臣
ら
は
、
日
本
側
と
舎
談
し
た
後
、

日
本
と
の
連
合
を
模
索
し
、
そ
の
観
貼
か
ら
候
約
を
検
討
し
始
め
た
。
李
鴻
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章
は
、
候
約
を
拒
否
す
る
こ
と
で
円
本
を
西
洋
列
強
の
側
へ
や
っ
て
し
ま
う

よ
り
も
、
保
約
の
中
身
に
よ
っ
て
円
本
を
制
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
っ

た
。
柳
原
に
翌
年
の
僚
約
交
渉
を
約
し
た
後
、
清
朝
内
で
論
争
を
招
い
た
が
、

彼
は
日
本
に
不
信
感
を
持
ち
、
そ
の
賓
力
を
危
険
覗
し
つ
つ
も
、
だ
か
ら
こ

そ
う
ま
く
引
き
込
も
う
と
し
た
。
曾
園
藩
の
意
見
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
曾
は
、
日
本
の
求
め
は
這
義
的
に
拒
め
な
い
と
し
、
高
園
を
優
待
し
清
朝

の
公
明
を
示
す
べ
き
だ
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
西
洋
の
軍
事
や
経

済
の
制
度
を
導
入
し
た
が
、
一
方
で
封
外
認
識
は
基
本
的
に
朝
貢
理
念
の
ま

ま
で
あ
っ
た
」
(
一
一
一
一
一
一
頁
)

C

保
約
草
案
作
成
に
際
し
て
、
清
朝
側
は
、
封
等
を
求
め
た
柳
原
の
案
を
受

け
入
れ
つ
つ
、
日
本
を
強
く
牽
制
し
よ
う
と
し
た
。

こ
う
し
て
日
本
の
位
置
づ
け
は
了
八
六

0
年
代
の
「
章
程
圏
」
か
ら

一
八
七

0
年
代
の
「
僚
規
園
」
へ
愛
更
さ
れ
た
。
「
章
程
岡
」
と
「
僚

規
園
」
は
い
ず
れ
も
日
本
を
西
洋
諸
岡
の
仲
間
に
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
戦
略
で
あ
っ
た
が
、
「
章
程
図
」
の
場
合
、
第
二
章
で
述
べ

た
よ
う
に
制
限
す
る
章
程
(
箱
制
章
程
)
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

候
約
園
を
増
や
さ
な
い
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
章
程

内
容
に
閲
し
て
は
宵
僚
ら
は
明
確
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
倹
規
園
」
の
場
合
、
李
鴻
章
ら
が
西
洋
諸
固
と
異
な
る
候
約
内
容
に

す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
た
め
、
封
日
交
渉
に

お
い
て
主
導
権
が
握
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
六

0
年
代
か
ら
一
八
七

0
年
代
ま
で
清
朝
官
僚
の
隈
制
再
編
に
関
す
る
認
識
が
大
き
く
饗
化
し

た

の

で

あ

る

。

(

一

三

八

頁

)

清
朝
側
は
交
渉
に
入
る
と
主
導
権
を
握
り
、
係
約
締
結
に
至
っ
た
が
、
日
本

に
封
す
る
不
信
感
を
深
め
、
協
力
的
な
姿
勢
か
ら
一
縛
し
て
巌
し
い
態
度
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
四
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
清
修
好
係
規
の
正
文
規
定
が
持
つ

歴
史
的
な
意
味
で
あ
る
。
一
五
一
、
(
一
六
四
頁
で
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
各
園
と
清
朝

が
結
ん
だ
候
約
の
正
文
規
定
の
漢
文
の
全
文
と
そ
の
日
本
語
誇
を
一
つ
一
つ

提
示
し
、
比
較
し
て
い
く
。
績
く
一
六
四
l

一
六
九
頁
で
は
、
今
度
は
日
本

と
各
国
の
そ
れ
を
列
挙
し
て
検
討
す
る
。
こ
う
し
た
殻
備
作
業
の
上
で
、
著

者
は
、
柳
原
が
示
し
た
案
の
正
文
規
定
は
、
日
本
側
は
和
文
に
漢
文
誇
を
骨
回

分
附
す
と
は
す
る
も
の
の
、
漢
文
の
優
越
性
に
到
し
て
和
文
を
同
格
に
置
く

こ
と
を
狙
っ
て
い
た
と
論
じ
る
。

し
か
し
、
清
朝
側
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

中
園
人
が
和
文
を
扱
え
な
い
の
に
日
本
人
は
漢
文
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
ひ

け
ら
か
し
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
清
朝
は
僚
約
の
一
次
草

案
で
、
漢
文
こ
そ
が
基
準
で
あ
り
、
他
の
語
を
用
い
る
と
き
に
は
漢
文
語
を

附
さ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
更
に
二
次
草
案
で
は
、
日
本
側
は
漢
文

を
使
則
す
る
か
西
洋
の
言
葉
に
漢
文
詳
を
附
す
か
を
選
ぶ
こ
と
と
な
り
、
日

本
語
は
使
え
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
清
朝
の
正
式
草
案
で
は
概
ね
一
次
草
案

が
採
則
さ
れ
、
漢
文
を
基
準
と
し
、
満
文
や
和
文
を
用
い
る
場
合
に
も
漢
文

語
を
附
す
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
に
針
し
て
円
本
側
の
正
式
草
案
で
は
、
和
文
が
正
文
と
な
っ
て
い
た

(
た
だ
し
、
こ
の
論
遮
に
は
語
弊
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
草
案
で
扱
わ
れ
て

い
た
の
は
往
来
公
文
の
判
断
廿
揖
準
と
な
る
文
字
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
の
に
封

し
て
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
篠
約
自
慢
の
判
断
基
準
と
な
る
文
字

に
つ
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
賓
際
、
こ
の
草
案
で
も
往
来
公
文
で
は
日
本
に

109 
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と
っ
て
は
和
文
が
、
清
朝
に
と
っ
て
は
漢
文
が
そ
れ
ぞ
れ
剣
断
基
準
と
さ
れ

た
。
公
文
へ
の
規
定
で
は
あ
く
ま
で
封
等
な
の
で
あ
る
。
候
規
の
成
文
で
も

往
来
公
文
の
定
め
し
か
な
く
、
こ
こ
で
だ
け
侠
約
白
樫
の
正
文
規
定
が
出
て

く
る
)
o

最
終
的
に
締
結
さ
れ
た
日
清
修
好
僚
規
で
は
、
往
来
公
文
に
は
必

ず
漢
文
語
を
附
す
か
、
漢
文
の
み
を
用
い
る
か
と
な
っ
た
。
最
初
の
日
本
側

の
案
に
近
い
よ
う
だ
が
、
無
期
限
に
漢
文
詳
を
附
し
績
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
顕
著
に
異
な
る
。
結
果
と
し
て
、
候
規
で
は
和
文
に
は
漢
文
誇
を

附
す
の
が
原
則
と
な
り
、
事
賓
上
、
清
朝
側
に
有
利
に
な
っ
た
。

第
五
章
は
、

H
清
修
好
篠
規
の
締
結
か
ら
数
年
後
の
一
八
七
八
年
に
よ
う

や
く
始
動
し
た
駐
日
公
使
館
の
活
動
を
、
言
語
の
問
題
に
焦
黙
を
首
て
て
論

じ
る
。
著
者
も
奉
げ
て
い
る
通
り
、
首
該
時
期
の
日
中
文
化
交
流
に
つ
い
て

は
、
近
年
、
中
岡
人
研
究
者
の
手
で
新
た
に
績
々
と
業
績
が
後
表
さ
れ
て
い

る
。
本
章
も
そ
れ
ら
に
連
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
著
者
は
こ
こ
で
も
、
行

論
の
起
貼
を
清
末
に
置
い
て
い
き
な
り
展
開
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

明
代
、
清
代
の
漢
籍
の
中
で
描
き
出
さ
れ
た
日
本
語
像
か
ら
懇
切
に
説
き
起

こ
す
。
日
本
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
明
代
に
は
、
仮
名
文
字
の
存
在
も
知

ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
愛
音
を
漢
字
で
示
す
や
り
方
で
日
常
生
活
や
商
業

の
た
め
の
語
棄
が
収
録
さ
れ
た
。
清
代
に
は
日
本
へ
の
関
心
は
縮
小
し
た
が
、

長
崎
貿
易
が
あ
っ
た
た
め
絶
無
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
語
が
よ
り
健
系
的
に
、
文
法
に
至
る
ま
で
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
駐
日
公
使
館
の
開
設
後
で
あ
る
。
初
代
公
使
の
何
如
意
は

日
本
政
府
の
組
織
を
総
理
街
門
に
報
告
す
る
際
、
日
本
語
の
漢
字
を
そ
の
ま

ま
用
い
た
し
、
副
公
使
の
張
斯
桂
は
東
京
下
町
の
看
板
類
を
見
て
達
和
感
を

間
早
え
る
に
留
ま
っ
た
。
同
文
異
義
の
日
本
漢
語
の
山
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、

文
法
の
相
違
を
よ
く
知
り
、
筆
談
で
飽
き
足
ら
ず
に
日
本
語
研
究
を
模
索
し

た
の
は
書
記
官
の
黄
逢
憲
で
あ
る
。
彼
は
、
「
同
文
」
意
識
に
捕
わ
れ
る
こ

と
な
く
日
本
語
と
の
相
達
と
い
う
現
賓
に
向
き
合
っ
た
。
そ
の
結
果
、
便
利

で
大
衆
的
な
仮
名
文
字
こ
そ
が
日
本
文
化
の
生
命
線
で
あ
り
、
文
明
開
化
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
得
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
ら
に
加
え
て
、
公
使
の
赴
任
に
は
四
名
の
「
翻
誇
官
」
が

従
っ
て
お
り
、
う
ち
俸
給
の
安
い
二
名
が
日
本
語
の
携
賞
で
あ
っ
た
。
日
本

と
清
朝
の
隻
方
で
御
雇
外
図
人
と
し
て
働
い
た
ア
メ
リ
カ
人
も
雇
用
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
円
本
と
の
交
渉
で
は
漢
文
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
個
人

の
交
流
も
筆
談
で
済
む
と
は
い
え
、
や
は
り
日
本
語
通
誇
の
不
足
は
問
題
で

あ
っ
た
。
領
事
館
を
開
設
す
る
に
も
人
材
に
事
扶
い
た
。
日
本
側
が
長
崎
貿

易
を
支
え
て
き
た
唐
通
事
を
用
い
て
一
八
七
一
年
段
階
か
ら
昔
、
践
的
な
中
園

語
撃
習
に
取
り
組
ん
だ
の
と
は
封
照
的
に
、
清
朝
が
公
使
館
内
に
日
本
語
向
学

校
を
設
け
る
の
は
よ
う
や
く
一
八
八
二
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
本
格

的
な
円
本
語
教
育
が
始
ま
る
の
は
締
約
か
ら
二
六
年
経
ち
日
清
戦
争
も
終
わ

っ
た
一
八
九
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
公
使
た
ち
は
日
本
語
を
扱
え

る
人
材
を
育
成
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
が
、
「
日
清
修
好
候
規
の
正
文
規

定
が
彼
ら
の
進
言
を
止
め
た
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
(
二
二
二
百
円
)

0

最
後
に
結
論
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
要
約
し
た
上
で
、
そ
の
後
、
塁

湾
事
件
と
琉
球
問
題
で
の
言
葉
の
す
れ
違
い
が
指
摘
さ
れ
、
そ
し
て
一
八
九

五
年
の
日
清
講
和
俊
約
及
び
九
六
年
の
中
日
通
商
候
約
で
の
正
文
規
定
の
問

題
が
簡
単
に
展
望
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
候
約
で
も
、
正
文
は
漢
文
で
は
な
く

英
文
と
な
っ
た
。
な
お
、
一
八
九
九
年
の
中
韓
通
尚
候
約
で
は
、
候
約
の
一
止

文
も
爾
後
の
往
来
公
文
も
漢
文
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

円
U

本
書
は
、
要
領
よ
く
王
子
短
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
譲
み
易
く
、
書
物
と
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し
て
の
物
理
的
な
分
量
か
ら
受
け
る
印
象
に
比
し
て
通
語
の
勢
は
少
な
い
。

た
だ
、
専
門
研
究
者
以
外
の
護
者
を
意
識
し
す
ぎ
て
か
、
一
般
レ
ベ
ル
の
朕

況
説
明
が
い
さ
さ
か
丁
寧
に
過
ぎ
た
感
は
一
台
め
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
論
旨

が
往
々
に
し
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
憾
み
は
あ
る
。

本
主
自
の
許
債
す
べ
き
黙
は
、
第
一
に
、
『
線
理
各
国
事
務
街
門
清
槍
』
を

中
心
に
史
料
を
じ
っ
く
り
讃
み
、
優
れ
た
語
撃
力
を
活
か
し
て
一
つ
一
つ
丁

寧
に
翻
詳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
首
た
り
前
と
い
え
ば
常
た
り
前
の
こ
と

か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
人
の
場
合
、
相
嘗
語
撃
の
で
き
る
書
き
手
で
も
つ

い
漢
文
調
に
な
り
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
詩
文
の
平
易
さ
は
あ
え
て
多

と
し
た
い
。
ま
た
、
一
八
六

0
年
代
以
降
、
日
清
修
好
候
規
締
結
に
至
る
曲

折
を
、
清
朝
側
に
と
っ
て
は
、
「
無
侠
約
上
海
通
商
凶
」
た
る
こ
と
を
許
し

た
日
本
が
「
係
約
園
」
と
な
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
の
「
章
程
圏
」
化
、
そ

し
て
最
終
的
に
は
「
候
約
園
」
に
は
繋
が
ら
な
い
は
ず
の
「
僚
規
園
」
と
し

て
の
位
置
づ
け
へ
と
い
う
流
れ
に
あ
っ
た
と
、
極
め
て
分
か
り
ゃ
す
い
見
通

し
で
示
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
「
有
約
通
商
圏
」
が
増
え
績
け
る
全
憶

の
流
れ
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
も
、
と
も
あ

れ
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
約
十
年
間
の
清
朝
側
の
日
本
に
封

す
る
政
策
と
認
識
を
一
日
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
史
賓
の
捉

え
方
の
細
か
な
修
正
に
類
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
評
債
さ
れ
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
地
道
な
捉
え
直
し
の
蓄
積
の
上
で
こ
そ
大
き
な
枠
組
み
の
婆
更
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
う
し
て
精
密
な
讃
解
を
行
っ
た
結
果
、
評
者
な
ど
の

論
文
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
興
味
深
い
園
式
を
抽
出
し
え
て
い
る
。
例
え

ば
、
著
者
は
李
鴻
章
と
曾
園
藩
の
聞
で
、
針
口
認
識
ひ
い
て
は
中
園
を
と
り

ま
く
秩
序
へ
の
認
識
に
つ
い
て
、
曾
園
藩
「
が
目
指
し
た
の
は
惇
統
樫
制
の

恢
復
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
武
力
に
頼
ら
ず
利
盆
を
追
求
せ
ず
高
園
を
優
待

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
制
度
を
維
持
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
」
、
「
彼

は
従
来
の
朝
貢
理
念
の
立
場
に
た
っ
て
清
朝
が
ま
た
い
つ
か
世
界
の
中
心
に

な
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。
李
鴻
章
が
候
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日

本
を
制
限
し
、
在
日
の
尚
人
を
守
る
こ
と
な
ど
を
考
え
て
い
た
の
に
釘
し
、

曾
園
藩
は
候
約
の
締
結
に
よ
っ
て
従
来
の
秩
序
へ
戻
る
こ
と
を
考
え
て
い

た
」
と
い
う
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
一
一
一
一
一

l
一一一一一一、

一
四
三
!
一
四
四
頁
)
。
雨
者
の
洋
務
に
封
す
る
姿
勢
の
遣
い
を
、
日
本
に

封
す
る
認
識
と
政
策
の
相
違
に
ま
で
敷
桁
し
た
の
は
一
つ
の
創
見
と
い
え
よ

三
つ
ノ
。

そ
し
て
第
四
に
、
清
朝
と
日
本
が
そ
れ
ぞ
れ
に
西
洋
列
強
と
結
ん
だ
候
約

の
正
文
規
定
や
往
来
公
文
規
定
を
丹
念
に
比
較
封
照
し
て
い
く
こ
と
で
、

「
外
園
語
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
文
や
英
文
が
候
約
の
正
文
と
な
り
、
日
本
語
は

三
年
間
と
い
う
期
限
附
き
で
添
附
さ
れ
る
と
い
う
構
造
は
、
先
述
し
た
清
朝

の
置
か
れ
た
立
場
と
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
全
耀
か
ら
見
れ
ば
、
西
洋
諸
園

と
日
本
と
の
候
約
に
お
け
る
正
文
規
定
は
、
清
朝
と
の
篠
約
に
お
け
る
ほ
ど

詳
細
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
『
今
後
の
公
文
の
使
用
文
字
」
や
『
今
後

の
公
文
の
判
断
幕
準
」
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と

い
っ
た
よ
う
な
見
逃
さ
れ
が
ち
な
事
賓
を
改
め
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
(
一
六
九
頁
)
o

本
書
で
は
そ
こ
ま
で
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
貼
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
遣
い
が
生
じ
た
の
か
を
交
渉
過
程
や
締
約
時
の
状
況
な
ど

か
ら
更
に
追
求
し
て
い
け
ば
、
一
層
玄
義
あ
る
後
見
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

今
後
、
日
本
史
研
究
者
と
東
洋
史
研
究
者
と
の
共
同
作
業
の
可
能
性
も
あ
り

え
よ
、
っ
。

次
に
、
問
題
黙
を
い
く
つ
か
胴
挙
げ
る
。
ま
ず
、
著
者
は
「
朝
貢
際
制
か
ら
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続
約
慎
制
へ
の
韓
換
」
期
に
お
け
る
清
朝
の
釘
円
観
の
饗
還
を
取
り
上
げ
、

特
に
清
朝
に
と
っ
て
の
日
本
語
の
位
置
づ
け
に
焦
姑
を
据
え
、
中
で
も
候
約

の
正
文
規
定
の
問
題
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
黙
は
本
書
の
最
大
の
成
果
で

あ
り
、
そ
の
重
要
性
白
躍
に
つ
い
て
は
許
者
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
さ
す
が
に
正
文
規
定
の
影
響
を
強
調
し
す
ぎ
、
我

田
引
水
に
陥
つ
て
は
い
ま
い
か
。
技
迷
の
通
り
、
第
一
章
の
小
括
で
は
、
漢

文
は
針
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
候
約
で
正
文
規
定
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め

に
権
威
を
失
い
、
そ
の
こ
と
が
外
園
語
皐
校
設
立
へ
と
結
び
つ
く
と
し
て
い

る
が
、
正
文
規
定
が
興
え
た
衝
撃
に
つ
い
て
の
論
詮
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
第
五
章
の
小
括
で
は
、
駐
日
公
使
ら
が
清
朝
圏
内
の
外
園
語
向
学
校
で
円

本
語
科
を
設
け
る
こ
と
ま
で
は
提
案
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
円
清
修
好
候
規

に
漢
文
優
位
の
正
文
規
定
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
誼

擦
が
な
い
。
あ
く
ま
で
一
要
因
で
あ
る
と
い
う
に
留
め
る
に
せ
よ
、
可
能
性

と
し
て
奉
げ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
だ
け
で
は
弱
い
。
正
文
規
定
は
認
識
や
政
策

の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
原
因
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
安
常
な
と
こ
ろ
で
あ

ろ、っ。ま
た
、
分
析
に
あ
た
っ
て
朝
貢
碑
念
を
中
華
思
想
に
等
し
い
も
の
と
し
て

扱
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
朝
貢
際
制
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
野
放
同
に
接
散

し
て
し
ま
い
、
い
わ
ば
超
歴
史
的
概
念
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
日
本
語

と
針
峠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
清
朝
の
多
言
語
懐
制
な
る
も
の
全
憶
は
、
朝
貢

健
制
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
満
洲
人
の
王
朝
で
・
な
か
っ
た
と
し

た
ら
、
本
書
の
主
題
は
様
相
を
異
に
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
清
朝
に
お
け
る

特
徴
は
、
中
園
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
個
々
の

事
例
は
且
ハ
種
的
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
朝
貢
理
念
な
る
暖
昧
な
も
の
と
関
連

づ
け
ら
れ
る
と
、
法
洋
と
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
に
愛
わ
っ
て
し
ま

ぅ
。
例
え
ば
、
結
論
部
分
に
あ
る
次
の
会
文
を
、
著
者
は
ど
の
程
度
の
確
度

の
議
論
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
朝
側
の
各
草
案
の
正
文
規
定
の
内
容
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
封
日

外
交
は
釣
欧
米
と
異
な
り
朝
貢
理
念
(
中
華
思
想
)
が
優
位
に
置
か
れ

て
い
た
。
一
方
、
日
本
側
は
一
八
六

0
年
代
に
お
い
て
は
こ
の
朝
貢
理

念
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
清
朝
と
交
渉
す
る
際
、
「
一
楓

同
仁
」
な
ど
の
朝
貢
理
念
を
利
用
し
て
清
朝
の
信
頼
と
親
近
感
を
得
た
。

円
清
雨
図
が
暗
歎
上
で
は
朝
貢
理
念
を
認
め
て
い
た
と
い
え
る
。
日
清

修
好
篠
規
で
は
、
漢
文
に
有
利
な
規
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
封
し
て
、

円
本
側
か
ら
反
釘
意
見
が
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
二
四
六
頁
)

第
二
に
、
本
書
の
主
眼
は
史
賓
の
究
明
に
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
東

洋
史
研
究
に
属
す
る
皐
術
書
と
し
て
は
、
や
や
不
用
意
な
用
語
法
で
歴
史
を

描
い
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
「
中
園
の
惇
統
的
朝
一
真
髄
制
」
や
「
古

来
」
(
ま
た
、
括
弧
が
つ
い
た
り
つ
か
な
か
っ
た
り
す
る
が
特
に
定
義
の
な

い
「
園
語
」
)
な
ど
と
い
う
が
、
「
惇
統
」
あ
る
い
は
「
古
来
」
と
は
い
つ
か

ら
の
こ
と
な
か
、
そ
れ
と
清
朝
の
時
代
の
封
外
閥
係
と
は
ど
の
よ
う
な
閣
係

に
あ
る
の
か
。
ま
た
例
え
ば
、
二
二
頁
に
は
「
関
岡
後
の
日
本
は
清
朝
の
弱

勢
と
西
洋
列
強
園
の
強
勢
を
護
み
取
っ
た
う
え
で
、
従
来
の
秩
序
で
あ
る
朝

貢
貿
易
へ
の
復
蹄
で
は
な
く
、
西
洋
を
真
似
て
上
海
通
商
を
利
用
し
経
済
不

況
打
開
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
章
の
内
容
に
つ
い

て
序
論
で
偶
れ
た
筒
所
で
あ
る
が
、
相
廃
す
る
論
詮
は
章
に
目
を
通
し
て
も

出
て
こ
な
い
し
、
先
行
研
究
で
一
八
六

0
年
代
に
幕
府
が
こ
う
し
た
認
識
と

政
策
と
を
確
か
に
持
っ
て
い
た
と
昔
、
誼
し
て
い
る
も
の
は
管
見
に
し
て
評
者

は
知
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
従
来
の
秩
序
で
あ
る
朝
貢
貿
易
」
と
い
う
よ

つム
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う
な
言
い
方
か
ら
し
て
、
語
弊
が
あ
ろ
う
(
清
朝
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
)

0

更
に
、
行
論
の
閥
係
か
ら
特
に
第
三
章
で
頻
出
す
る
の
だ
が
、
史
賓
に
閥

わ
る
紋
速
が
一
次
史
料
を
極
め
て
断
片
的
に
の
み
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
清
朝
側
の
認
識
を
扱
っ
た
本
書
の
第
一
義
的
な
封
象
で
は
な
い

た
め
完
全
に
誤
り
な
き
を
求
め
る
こ
と
は
本
よ
り
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、

よ
り
慎
重
に
描
く
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
次
の
四
箇
所

で
同
じ
一
旬
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。

首
初
、
柳
原
一
行
を
清
朝
に
汲
遣
す
る
以
前
、
日
本
の
外
務
省
の
提

案
で
は
「
西
洋
各
園
ト
支
那
ト
結
ヒ
タ
ル
通
リ
ニ
随
フ
ベ
シ
」
と
し
て

い

た

が

:

:

:

〔

後

略

〕

(

一

二

五

頁

)

柳
原
は
外
務
省
の
「
西
洋
各
園
ト
支
那
ト
結
ヒ
タ
ル
通
リ
ニ
随
フ
ベ

シ
」
と
の
命
令
に
従
い
:
:
:
〔
後
略
〕
(
一
三
三
頁
)

先
述
し
た
よ
う
に
、

H
本
外
務
省
の
最
初
の
方
針
は
「
西
洋
各
園
ト

支
那
ト
結
ヒ
タ
ル
通
リ
ニ
随
フ
ベ
シ
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
し
た

が

っ

て

柳

原

の

口

早

案

が

作

成

さ

れ

た

。

三

四

二

頁

)

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
外
務
省
の
方
針
は
篠
約
内
符
を
「
西
洋
各

園
ト
支
那
ト
結
ヒ
タ
ル
通
リ
ニ
随
フ
ベ
シ
」
と
定
め
て
い
た
。

(
一
五
一
頁
)

し
か
し
、
引
用
箇
所
は
『
大
円
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
一
八
一
頁
、
「
省
中

各
議
論
も
冶
之
夫
々
一
麿
謂
は
れ
な
き
論
に
も
無
之
候
」
と
最
初
に
断
っ
た

上
で
添
え
ら
れ
た
四
通
の
見
込
書
の
う
ち
、
宮
本
小
一
が
書
い
た
も
の
に
出

て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
宮
本
は
外
務
権
少
丞
だ
か
ら
外
務
権
大
丞
で
あ
る
柳

原
に
命
令
す
る
立
場
に
は
な
い
し
、
外
務
省
で
宮
本
の
意
見
が
方
針
と
し
て

決
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
宮
本
自
身
の
意
見
も
、
引
用
部
分
の
前
後
を

謹
め
ば
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
一
文
が
要
ニ
一
目
す
る
よ
う
な

性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
こ
れ
は
些
事
に
わ
た
る
が
、
研
究
の
主
題
が
一
一
言
語
に
あ
る
が
ゆ

え
に
、
本
書
で
の
言
葉
の
使
い
方
に
ま
で
過
敏
に
な
っ
て
し
ま
う
讃
者
も
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
も
細
か
な
誤
字
・
脱
字
が
目
立
っ
て
し
ま

う
し
、
表
現
・
語
法
の
採
れ
が
気
に
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
例
を

翠
げ
れ
ば
、
「
宮
、
水
考
」
は
「
宮
、
水
孝
」
、
『
増
補
近
代
日
中
関
係
史
研
究
」

は
『
増
補
近
代
日
中
関
係
史
研
究
入
門
』
の
関
連
い
で
あ
ろ
う
(
一
六
頁
ほ

か
。
傍
貼
は
評
者
、
以
下
同
じ
て
ま
た
、
見
出
し
だ
け
で
も
、
「
清
朝
側
の

下
準
備
」
(
一

O
四
頁
)
、
「
清
朝
官
僚
」
(
一
四
九
百
(
)
と
記
さ
れ
た
り
「
清

園
側
の
草
案
」
(
一
七
二
頁
)
、
「
清
園
初
代
駐
日
公
使
園
」
(
一
八
七
頁
)
と

記
さ
れ
た
り
す
る
し
、
一
八
七
一
年
の
篠
約
は
「
日
清
修
好
係
規
」
で
あ
る

が
一
八
九
六
年
の
僚
約
は
「
中
日
遁
尚
侠
約
」
と
な
っ
て
い
る
。
一

O
四
1

-
O
五
頁
で
は
、
引
用
部
分
で
原
文
の
「
中
園
商
人
」
を
「
清
岡
商
人
」
と

詳
し
た
上
で
地
の
文
で
は
「
清
朝
商
人
」
と
記
し
て
使
い
分
け
て
い
る
よ
う

だ
が
、
彼
ら
は
自
ら
の
岡
を
「
清
国
」
と
呼
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
認
識
を
不
す
た
め
の
史
料
で
あ
る
引
用
部
分
は
原
文
の
「
中
園
」
の

ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
著
者
が
外
園
人
で
あ
る
以
上
、

こ
の
透
り
の
微
妙
な
部
分
に
は
、
編
集
者
な
ど
が
も
っ
と
気
を
遣
う
べ
き
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
が
提
示
し
た
課
題
の
意
義
に
は
評
者
も
大
い
に
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
本
書
が
有
す
る
基
本
的
な
債
値
は
繰
り
返
し
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

著
者
に
は
本
研
究
に
ま
と
め
ら
れ
た
以
外
に
も
、
「
清
末
洋
務
振
の
『
近

代
』
受
容
|
|
『
琉
球
慮
分
』
を
中
心
に
し
て
」
「
『
同
文
」
の
離
反
|
|
日

本
の
蓋
湾
出
兵
を
め
ぐ
っ
て
」
な
ど
、
こ
の
時
期
の
清
朝
の
到
外
政
策
の
愛
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l
)
 

谷
を
取
り
扱
っ
た
研
究
論
文
が
肢
に
あ
り
、
こ
こ
で
の
内
容
と
の
接
合
・
展

開
が
待
た
れ
る
。
我
が
園
の
研
究
状
況
と
中
園
の
そ
れ
と
で
は
、
い
ま
だ
に

基
礎
的
な
組
臨
も
少
な
く
な
い
。
ほ
ぼ
ん
一
万
壁
な
円
本
語
を
駆
使
で
き
る
中
園

人
研
究
者
と
し
て
、
雨
一
昨
史
事
界
の
架
け
橋
た
る
べ
く
今
後
ま
す
ま
す
活
躍

さ
れ
る
こ
と
を
念
願
す
る
。

+宇田-(
l
)

そ
れ
ぞ
れ
、
『
法
政
大
向
学
数
養
部
紀
要
』
第
一
一
六
競
(
二

0
0

今
年
)
、
『
法
政
大
同
学
多
摩
論
集
」
第
一
一
一
一
披
(
二

O
O六
年
)
に
掲
載
。

二
O
O
九
年
三
月
東
京
東
方
書
応

A
五
版

U
+
二
六
五
十
九
頁
四

0
0
0園
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