
三
八
頁
、
索
引
一
顯
頁
、
圓
版
一
囚
葉
、

慨
五
闘
五
拾
銭
）
〔
編
尾
猛
市
郎
〕

支
那
地
方
自
治
一
目
吏

表
三
葉
、
二
本
評
論
献
素
行
、
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漁
　
田
　
　
清
編

　
本
書
は
棄
大
教
授
利
田
濡
搏
士
が
中
華
民
國
法
制
研
究
愈
（
課
長
松
木
丞
…

治
博
士
）
の
曇
霞
に
よ
り
昭
和
十
遡
年
春
以
來
約
一
年
雫
の
ほ
子
を
費
し
て

完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
の
戴
集
や
太
交
の
遡
叢
＋
は
松
太
燦
鉱
栂
・
串

村
治
兵
術
爾
氏
の
努
力
に
成
り
、
博
士
肖
ら
手
を
下
さ
れ
た
の
は
序
説
及
．
び

第
一
章
で
あ
る
と
い
ふ
。

　
支
藩
．
で
は
廃
職
ビ
ラ
、
、
・
ッ
ド
型
の
官
僚
鰯
度
が
王
朝
の
専
鋼
鍛
主
の
下
に

き
つ
か
れ
て
る
る
が
、
そ
の
暁
取
低
位
の
知
辱
知
縣
　
　
所
蜘
醐
親
民
管
塒
よ
や
更

に
下
に
進
む
な
ら
ば
そ
こ
に
は
上
方
か
ら
の
紐
織
と
異
っ
た
系
統
の
、
し
か

も
矢
張
轟
綱
主
義
的
な
民
…
剛
白
同
治
制
度
が
構
　
成
一
さ
れ
て
を
年
、
そ
の
内
村
落

が
最
重
要
な
藁
木
的
野
鷹
灘
で
あ
っ
た
。
　
蔦
四
八
民
と
政
ゆ
肘
と
の
關
係
は
こ
の

自
治
膿
を
継
て
入
民
か
ら
の
租
．
税
の
賞
誉
と
政
府
か
ら
の
治
安
維
持
の
瓢
方

、
面
に
於
て
存
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
㌧
る
村
落
自
治
騰
は
王
朝
の
幾
度
か

の
興
慶
に
よ
る
上
部
の
擬
鑑
に
も
係
ら
ず
過
去
の
支
那
を
通
じ
て
腕
久
的
に

保
存
さ
れ
て
き
た
。

　
殆
ん
ど
す
べ
て
の
史
料
が
朝
廷
の
記
録
や
治
庸
階
級
の
期
す
さ
び
で
あ
る

支
郷
に
お
い
て
か
か
る
ド
方
か
ら
の
馬
歯
を
究
明
し
そ
の
廃
史
的
遜
懸
を
考

へ
る
企
て
は
實
に
困
難
と
い
ほ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
然
・
も
本
書
は
上
方
か
ら
の

地
方
蕪
蒸
や
将
に
徴
税
組
織
を
乎
掛
り
と
し
て
下
方
の
自
治
細
織
を
把
握
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
荒
塗
を
闘
か
ん
と
す
る
。
末
書
の
亘
次
は
左
の
通
り

で
あ
る
。

　
序
説
、
第
一
章
　
晴
籍
以
前
の
時
代
、
第
二
章
　
宋
代
、
㌶
院
章
　
元
代

第
悶
翌
早
　
明
代
、
　
第
五
出
吊
　
涛
代
、
　
端
山
ハ
瓢
皐
　
民
國
臨
瞭
代
‘
、
　
附
…
録
　
　
資
料
敏
桶

　
序
．
説
に
於
て
は
資
瞬
豊
か
な
宋
代
以
後
を
童
と
し
特
に
制
度
の
賑
購
叉
的
墜

遜
及
び
地
方
行
改
臨
監
と
の
総
覧
に
電
鮎
を
お
く
と
い
ふ
鮎
篭
の
夢
野
が
述

べ
ら
れ
、
第
一
章
で
は
漢
代
の
螂
、
塵
の
職
が
秦
漢
以
來
竜
洋
ま
で
存
置
し
た

が
、
北
魏
の
「
．
一
親
綱
施
行
以
後
縫
化
し
北
野
・
北
周
よ
り
晴
に
海
り
、
局
縷

の
理
想
案
の
實
際
的
影
響
を
う
け
つ
＼
海
の
坊
柑
畢
正
の
基
を
瀾
い
た
こ
と

を
述
べ
、
最
後
に
蔚
し
い
見
解
と
し
て
、
晴
の
郷
官
魔
止
が
古
來
の
・
拷
治
制

を
嚢
微
さ
せ
た
と
い
ふ
通
説
を
否
定
し
、
強
大
な
礎
限
を
有
し
た
上
代
の
郷

亭
は
宮
治
と
い
ふ
べ
｝
．
・
で
、
階
…
唐
の
治
安
と
股
税
と
を
U
…
的
と
す
る
…
微
力
な

制
慶
が
、
却
っ
て
眞
の
自
治
制
の
獲
足
し
た
所
で
あ
る
と
い
ふ
が
…
単
に
醤
及

に
止
っ
て
み
る
。

　
第
二
章
以
下
は
各
王
朝
に
硯
回
し
て
そ
の
地
方
行
政
の
最
｝
級
譲
位
に
し

て
か
つ
官
治
補
助
機
關
で
あ
る
村
落
鷹
治
髄
．
の
擾
遽
を
跡
づ
け
ん
と
努
力
し

て
み
る
。
第
二
章
栄
代
で
は
役
法
と
村
落
肖
治
の
關
聯
を
の
べ
、
康
安
石
が
募

役
法
を
設
け
て
か
ら
戸
長
の
如
き
郷
村
撫
治
機
細
心
が
官
治
楼
關
に
か
は
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

翻
た
に
隣
保
を
擾
充
し
た
保
甲
法
が
農
村
の
治
安
を
維
持
し
た
が
保
甲
に
も

五
郎
が
軍
事
訓
練
に
騰
る
教
閲
保
甲
と
主
客
戸
と
も
に
當
る
肉
畜
囲
た
る
不

…
教
警
保
甲
と
が
あ
っ
た
が
、
南
宋
に
及
び
後
者
は
行
政
…
単
位
制
度
た
る
操
伍

法
と
な
り
、
外
に
村
民
の
数
艦
化
蕊
…
隠
縫
閣
一
た
る
癩
↓
約
や
救
荒
の
た
め
の
祉
愈

が
生
じ
た
○
第
　
∴
章
元
代
で
は
こ
の
聯
繋
郷
の
籾
落
の
地
方
的
霧
異
が
縛
し

（‘1．t，il）

隷

介

第
二
十
黒
巻
　
第
黛
號

七



瓢”
醜置

歌

第
鳳
十
滋
懸
　
第
…
鵬
號

…
鷲
輝

く
な
っ
た
と
蓮
べ
、
染
奉
金
の
…
國
境
が
黙
々
小
婆
黙
秘
帯
と
・
水
漉
地
幣
と
を
分
ち

粥．

k
の
纏
濟
的
獲
…
遷
の
麓
異
に
瀦
へ
民
旋
的
要
索
の
た
め
、
北
支
は
揖
鍛
に

よ
る
郷
、
烈
、
南
支
は
土
地
の
廣
さ
に
よ
る
都
、
保
と
名
け
ら
れ
る
村
落
が

酸
蓬
し
た
。
更
に
…
糊
農
の
n
的
で
世
粗
の
時
設
け
ら
れ
た
瀧
欄
の
内
容
を
説

明
し
、
村
民
の
精
瀞
的
結
合
を
計
る
こ
と
か
ら
村
落
嶽
治
膿
と
饗
化
し
ゆ
く

け
れ
ど
も
元
朝
が
異
民
族
に
鋤
す
る
警
戒
の
必
要
上
斑
閲
に
武
器
を
渡
さ
ず

從
っ
て
治
安
維
持
の
親
則
を
敏
い
て
る
る
。
第
冗
章
車
代
で
は
元
か
ら
攣
化

し
て
き
た
地
方
制
度
が
萌
．
の
太
目
の
漢
唐
復
古
を
襟
期
す
る
帝
橿
伸
長
政
策

に
よ
り
新
面
日
”
を
と
と
の
へ
た
こ
と
、
そ
し
て
課
税
…
鍔
象
と
し
て
の
畢
甲
と

そ
の
精
紳
的
支
柱
た
る
璽
老
人
の
鋼
度
と
の
闘
聯
を
論
じ
、
元
の
瀧
長
の
尉

を
襲
ひ
民
聞
の
訴
訟
・
教
化
・
勧
濃
・
租
互
・
扶
助
を
診
る
蝿
老
人
も
、
土

地
と
耕
者
の
結
合
を
借
覧
と
し
て
保
持
さ
れ
る
壁
甲
の
甲
に
外
部
の
勢
力
が

入
り
こ
む
こ
と
に
よ
り
崩
慨
し
、
明
中
期
以
後
、
宋
の
遺
制
た
る
郷
的
・
保

甲
が
夫
々
里
老
・
華
甲
に
か
は
り
賦
．
税
の
劉
象
か
ら
ほ
な
れ
た
自
治
機
能
を

も
つ
自
然
村
へ
蝋
画
，
し
た
っ
明
末
に
こ
の
爾
…
者
を
融
合
し
た
郷
甲
法
、
或
ひ

は
村
“
洛
白
口
治
磯
北
躍
の
全
て
の
要
素
を
も
つ
會
と
よ
ば
れ
る
地
級
…
團
納
膨
が
饗
生

七
清
代
の
保
甲
へ
の
推
移
が
考
へ
ら
れ
る
、
と
述
べ
、
第
泥
章
清
代
で
は
清

朝
の
宣
撫
政
策
に
關
し
て
弥
盗
の
U
的
6
0
爲
の
総
三
法
が
後
に
旗
、
の
逃
丁
防

止
の
ば
…
的
と
饗
じ
、
明
末
に
融
合
し
て
き
た
郷
約
と
保
甲
と
が
分
丸
た
と
い

ひ
、
清
末
に
及
ん
で
は
教
匪
鋤
撫
の
た
め
の
園
練
、
そ
れ
が
官
鋼
に
と
り
入

れ
ら
れ
た
保
甲
局
一
に
つ
い
て
記
し
、
清
朝
ボ
ム
伯
安
が
被
支
配
者
た
る
漢
人
の

細
織
す
る
民
兵
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
と
い
ふ
事
繕
が
そ
の
船
止
近
き
を
、
爪
す

と
な
し
、
第
六
章
斑
醐
に
於
て
は
北
泉
政
府
の
地
方
自
治
の
條
例
や
國
民
政

府
の
共
海
軍
討
伐
の
H
的
で
鍵
賑
し
た
保
甲
刷
、
更
に
政
治
濡
動
の
羅
猟
た

る
縣
罰
の
内
容
、
ひ
ろ
く
保
衛
藤
織
と
呼
ぶ
べ
き
郷
剛
、
斑
醐
、
．
公
安
醐
自

燃
鰯
囲
肺
野
に
劫
曾
て
支
繕
事
融
解
勃
獲
後
の
新
情
勢
に
ふ
れ
て
竿
一
を
詣
4
9
い
て
る
る
。

　
婦
警
は
綱
繰
さ
れ
た
る
劉
予
に
継
て
撒
氏
の
協
伺
に
よ
っ
て
著
は
さ
れ
支

～

那
建
治
制
度
の
翻
…
織
と
獲
達
に
つ
い
て
系
就
だ
て
ん
ど
努
力
し
或
る
程
度
迄

の
成
功
を
奏
し
た
こ
と
は
誰
人
も
認
め
る
駈
で
あ
ら
う
。
巻
末
の
貸
料
篇
に

於
て
主
要
な
穫
本
貸
料
を
陳
ね
そ
の
學
的
態
度
を
示
し
て
み
る
が
、
な
ほ
部

分
的
で
は
あ
る
が
莚
め
ら
れ
て
る
る
自
治
膿
に
期
す
る
近
來
喜
界
の
業
籏
に

も
、
廣
く
眼
を
向
け
、
…
麗
約
∵
條
例
の
類
以
外
の
民
…
聞
事
治
の
懇
情
を
一
口
す
べ

き
史
料
に
注
意
す
る
時
に
は
一
層
よ
ン
、
歳
果
を
得
た
と
患
は
れ
る
。
ま
た
序

説
あ
っ
て
憶
説
な
き
こ
と
に
懸
章
毎
に
前
後
の
脹
絡
を
通
じ
が
た
か
ら
し
め

ま
た
熾
り
に
勉
方
待
政
や
税
制
に
頁
を
割
い
た
こ
と
が
却
っ
て
自
治
制
そ
の

も
の
の
説
明
を
繁
冗
な
ら
し
め
て
み
る
慮
が
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
直
流
～
に
っ

　
い
て
で
あ
っ
て
著
者
達
の
研
究
に
慰
す
る
熱
意
は
充
分
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

　
ぬ
Q
　
（
躍
動
瓢
七
八
頁
、
昭
和
十
四
年
十
二
月
、
中
断
民
國
法
禍
研
究
會
斐

行
、
完
鎮
武
闘
五
捨
鏡
）
〔
宮
川
禽
龍
〕

北
支
郡
の
六
三
地
理

　
　
支
那
歴
艶
旭
狸
叢
書
第
三

北
山
慶
夫
著

　
今
次
廓
縄
城
塁
家
、
我
が
図
入
．
士
の
大
陸
へ
の
樽
認
織
、
及
び
之
に
俘
ふ
大

陸
に
鋤
ナ
る
切
實
な
る
知
識
．
慾
の
再
燃
に
よ
っ
て
現
れ
た
、
灰
謂
汗
牛
充
糠

の
支
軸
關
係
刊
行
物
の
中
に
は
、
地
理
に
臆
す
る
霧
雲
も
淡
し
て
乏
し
く
は

（　．t4－S　）
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