
河
口
�
事
と
一
九
世
紀
の
瑛
淸
關
係

︱
︱
�
留
西
洋
人
宣
敎
師
�
去
の
�
願
�
動
を
中
心
に
︱
︱

張

子

康

は
じ
め
に

第
一
違

宣
敎
師
�
留
の
報
吿

(一
八
四
四
年
)

一

宣
敎
師
と
瑛
球
の
�
識

二

�
貢

�
の
活
動

第
二
違

�
願
�
動
の
本
格
�
と
特

の
�
�

(一
八
四
六
年
)

一

特

の
福
州
に
お
け
る
活
動

二

�
貢

の
北
京
に
お
け
る
活
動

三

佛
宣
敎
師
の
�
去
と
そ
の
後

第
三
違

特

の
再
�
�
と
そ
の
後

(一
八
五
二
年
)

一

特

の
再
�
�

二

特

の
福
州
に
お
け
る
活
動

三

�
貢

�
の
北
京
に
お
け
る
活
動

四

淸
�
の
對
應
と
�
願
活
動
の
�
わ
り

第
四
違

河
口
�
事
と
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一

掌
案
・
師
�
・
相
公

二

河
口
�
事
︱
︱
｢�
問
・
代
理
人
・
仲
介
者
﹂
と
し
て

三

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
擴
が
り

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
は
︑
一
九
世
紀
中
葉
以
影
瑛
球
に
�
留
し
た
西
洋
人
宣
敎
師
の
處
置
を
め
ぐ
り
︑
瑛
球
が
淸
�
に
對
し
て
行
っ
た
�
願
�
動
を
題
材
に
︑

�
世
末
�
に
お
い
て
傳
瓜
�
な
瑛
淸
關
係
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
を
︑
具
體
�
に
復
元
す
る
︒
特
に
︑
福
州
を
中
心
に
瑛
球

�
と

淸
�
官
�
の
閒
に
存
在
し
た
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
︑
兩
者
を
仲
介
し
た
河
口
�
事
の
役
割
に
着
目
し
て
解
�
す
る
︒

ア
ヘ
ン
戰
爭
を
經
て
中
國
沿
岸
部
に
お
け
る
權
益
擴
大
を
�
め
た
西
洋
列
强
は
︑
同
時
�
に
瑛
球
へ
も
頻
繁
に
接
觸
を
試
み
た
が
︑
こ
の
趨

勢
の
一
#
と
し
て
︑
一
八
四
四

($
光
二
四
)
年
の
佛
人
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を
皮
切
り
に
︑
佛
・
英
宣
敎
師
が
%
々
に
瑛
球
王
府
の
反
對
を
押
し

切
っ
て
�
留
し
︑
布
敎
活
動
を
行
う
事
態
と
な
っ
て
い
く
︒
瑛
球
は
︑
¨
&
藩
の
指
示
も
'
け
な
が
ら
︑
宣
敎
師
の
�
留
を
淸
�
に
報
吿
し
︑

淸
�
の
﹁
威
光
﹂
に
賴
っ
て
そ
の
�
去
を
果
た
そ
う
と
す
る
︒
具
體
�
に
は
︑
廣
州
に
)
在
す
る
佛
・
英
兩
國
公

に
︑
各
國
民
を
引
き
取
ら

せ
る
よ
う
︑
淸
�
か
ら
*
涉
し
て
も
ら
っ
た
︒
瑛
球
は
一
八
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
︑
あ
る
い
は
�
常
の
�
貢

�
に
託
し
て
︑

あ
る
い
は
特

を
仕
立
て
て
�
�
し
︑
繰
り
,
し
淸
�
に
働
き
か
け
た(1

)
︒

こ
の
︑﹁
�
留
西
洋
人
�
去
の
�
願
�
動
﹂
(以
下
︑
�
願
�
動
)
は
︑
瑛
球
を
中
心
と
し
て
︑
西
洋
・
淸
�
・
¨
&
の
思
惑
が
*
錯
し
︑
當

該
時
�
の
瑛
球
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
立
ち
位
置
を
考
察
す
る
格
好
の
論
點
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
ま
ず
︑
眞
榮
-
.
昭
が
︑
西
洋

の
�
出
に
直
面
し
た
瑛
球
が
︑
傳
瓜
�
な
册
封
�
貢
體
制
內
の
﹁
一
種
の
外
*
安
0
保
障
シ
ス
テ
ム
﹂
に
依
據
し
た
と
指
摘
し
た(2

)
︒
そ
の
後
︑

西
里
喜
行
は
︑
當
該
時
�
の
瑛
球
を
め
ぐ
る
國
際
關
係
に
關
す
る
精
緻
な
論
�
の
中
で
︑
瑛
球
側
が
淸
�
の
限
界
を
�
確
に
2
識
し
て
お
り
︑

は
じ
め
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
獨
自
*
涉
に
よ
る
解
決
を
は
か
っ
た
こ
と
︑
淸
佛
閒
で
瑛
球
拔
き
に
取
り
決
め
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
先
手
を

と
る
形
で
淸
�
へ
の
�
願
を
決
め
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
︑
瑛
球
の
戰
略
性
や
自
3
性
を
强
4
し
た(3

)
︒
ま
た
︑
西
里
は
事
態
を
'
け
た
江
戶
幕

府
と
淸
�
そ
れ
ぞ
れ
の
對
應
も
論
じ
︑
特
に
淸
�
に
つ
い
て
は
福
円
當
局
・
皇
6
・
廣
東
當
局
と
い
う
三
者
の
�
書
の
や
り
と
り
を
詳
細
に
�

ら
か
に
し
て
そ
の
效
力
と
限
界
を
描
き
だ
し
た
︒
岡
部
敏
和
は
7
に
︑
�
願
�
動
に
お
け
る
¨
&
藩
︑
就
中
瑛
球
に
お
け
る
¨
&
藩
の
出
先
機
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關
の
長
で
あ
っ
た
在
番
奉
行
の
關
與
の
大
き
さ
を
�
ら
か
に
し
た(4

)
︒
西
里
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
第
三
國
と
の
關
係
を
理
由
﹂
と
し
て
瑛
球

が
淸
�
へ
�
願
を
行
っ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
く(5

)
︑
�
願
�
動
は
い
わ
ゆ
る
﹁
西
洋
の
衝
擊
﹂
が
瑛
淸
關
係
に
影
9
を
:
ぼ
し
た
そ
の
具
體
�
な

表
れ
で
あ
っ
た
︒

さ
て
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
︑
瑛
球
王
府
︑
淸
�
皇
6
・
總
督
・
<
撫
︑
¨
&
藩
廳
に
よ
る
對
應
が
詳
細
に
解
�
さ
れ
て
き
た
一
方
で
︑
�

願
�
動
を
實
際
に
擔
っ
た
瑛
球

�
と
淸
�
官
�
ら
と
の
閒
で
︑
ど
の
よ
う
に
そ
れ
は
展
開
し
た
の
か
︑
*
涉
現
場
に
お
け
る
具
體
�
な
=
>

は
ほ
と
ん
ど
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒

そ
も
そ
も
︑
�
世
瑛
淸
關
係
に
つ
い
て
は
膨
大
な
硏
究
蓄
積
が
あ
る
が(6

)
︑
そ
の
う
ち
*
液
・
*
涉
の
現
場

(3
に
福
州
)
に
お
い
て
い
か
な

る
人
員
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
︑
實
相
を
�
ら
か
に
す
る
も
の
は
多
く
は
な
い
︒
そ
の
中
で
︑
深
澤
秋
人
の
一
聯
の
硏
究

は
︑
福
州
へ
�
�
さ
れ
た
瑛
球

�
の
人
�
組
織
に
つ
い
て
實
證
�
に
解
�
し
た
も
の
と
し
て
重
?
で
あ
る
が(7

)
︑
深
澤
は
︑
福
州
に
お
け
る
瑛

球

�
と
福
円
當
局
と
の
*
涉
活
動
に
つ
い
て
は
︑
あ
え
て
深
入
り
し
て
い
な
い
︒
こ
の
點
︑
田
名
眞
之
は
︑
一
七
四
六

(乾
隆
一
一
)
年
に

A
き
た
宮
古
島
島
民
の
臺
灣
漂
着
事
件
を
題
材
に
︑
漂
着
民
B
C
の
手
續
き
の
中
で
︑
瑛
球
側
と
福
円
當
局
閒
の
具
體
�
な
*
涉
に
つ
い
て
分

析
し
た(8

)
︒
一
方
︑
福
州
に
渡
っ
た
瑛
球

�
の
應
對
を
擔
っ
た
淸
�
側
の
河
口
�
事
に
つ
い
て
は
︑
西
里
喜
行
︑
池
谷
D
子
の
硏
究
が
あ
る(9

)
︒

河
口
�
事

(E
料
上
﹁
阿
口
�
事
﹂
と
も
表
記
さ
れ
る
)
は
︑
淸
�
側
か
ら
は
土
�
事
・
引
禮
�
事
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
瑛
淸
關
係
の
基
盤
で
あ
っ

た
�
貢
・
册
封
に
關
わ
る
業
務
に
お
い
て
�
譯
・
引
F
を
務
め
た
人
員
で
あ
る
︒
河
口
�
事
の
原
型
は
�
代
福
円
市
舶
司
內
に
置
か
れ
た
�
事

ま
で
`
る(10

)
︒
淸
代
に
お
い
て
︑
そ
の
定
員
は
三
名(11

)
︑
そ
の
職
掌
は
3
に
�
貢

�
の
上
京
の
G
B
︑
福
州
瑛
球
館
に
お
け
る
�
貢
貿
易
の
監
督
︑

瑛
球
人
漂
着
民
の
保
護
︑
の
三
點
で
あ
っ
た
︒
河
口
�
事
職
は
︑
淸
代
で
は
謝
・
i
・
馮
の
三
家
が
ほ
ぼ
獨
占
�
に
世
襲
し
て
い
た
︒
河
口
�

事
の
任
命
は
閩
浙
總
督
・
福
円
<
撫
の
2
可
が
必
?
で
あ
っ
た
點
で
︑
淸
�
の
制
度
中
に
位
置
附
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が(12

)
︑
任
命
に
あ

た
っ
て
は
瑛
球
側
の
保
證
狀

(甘
結
)
が
必
?
で
︑
さ
ら
に
河
口
�
事
筆
者
へ
は
瑛
球
王
府
か
ら
年
例
銀
が
荏
給
さ
れ
る
な
ど
︑
瑛
球
と
の
繫

が
り
は
極
め
て
密
接
で
あ
っ
た
︒
西
里
は
特
に
︑
ア
ヘ
ン
戰
爭
後
の
動
亂
�
に
瑛
淸
關
係
を
つ
な
ぐ
河
口
�
事
の
﹁
政
治
�
�
問
﹂
と
し
て
の
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役
割
が
�
も
顯
著
に
發
揮
さ
れ
た
と
し
︑
�
願
�
動
に
あ
た
っ
て
も
瑛
球

�
が
常
に
河
口
�
事
と
相
談
し
︑
そ
の
�
見
に
强
く
左
右
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

以
上
の
諸
硏
究
に
つ
い
て
不
足
點
を
指
摘
す
れ
ば
︑
第
一
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
着
目
す
る
對
象
が
限
定
さ
れ
︑
*
液
・
*
涉
の
0
體
宴
が
見
え
に

く
い
こ
と
︑
第
二
に
︑
中
國
側
E
料
が
乏
し
い
た
め
も
あ
り
︑
中
國
側
の
諸
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
︑
檢
討
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
擧
げ
ら

れ
る
︒
特
に
︑
河
口
�
事
が
果
た
し
た
役
割
は
西
里
が
言
う
﹁
�
問
﹂
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
ま
た
︑
河
口
�
事
を
仲
介
と
し
て
瑛

球
が
福
州
官
界
と
M
し
て
い
た
强
い
人
�
な
結
び
つ
き
な
ど
︑
檢
討
す
べ
き
點
は
多
々
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
二
〇
〇
九
年
よ
り
公
開
が
開
始
さ
れ
た
︑
瑛
球
王
家
傳
來
の
﹁
尙
家
�
書
﹂
(�
霸
市
歷
E
P
物
館
藏
)
中
に
︑﹁
衣
國
一
件
Q
よ

り
御
問
合
拔
書
﹂
(目
錄
番
號
六
二
〇
號
︑
以
下
︑﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
號
)
が
あ
る
︒
本
E
料
は
︑
一
八
四
三

($
光
二
三
)
年
か
ら
一
八
五
二

(咸
豐
二
)
年
ま
で
の
︑
福
州
・
北
京
に
お
け
る
瑛
球

�
が
本
國
へ
B
っ
た
業
務
報
吿
の
拔
粹
集
で
あ
り
︑
0
二
三
件
の
記
事
が
含
ま
れ
る
︒

內
容
は
大
別
し
て
︑
�
願
�
動
に
關
す
る
も
の
と
︑
福
州
に
お
け
る
西
洋
人
S
報
に
關
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
︒
瑛
球
で
は
︑
中
國
へ
�
�

し
た

�
の
歸
國
に
際
し
︑﹁
�
貢

(接
貢
)
T
歸
帆
改
日
記
﹂
と
い
う
報
吿
書
を
作
成
し
て
お
り
︑﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
號
は
︑
�
願
活
動

の
狀
況
を
¨
&
に
報
吿
す
る
た
め
︑
王
府
が
各
年
の
﹁
歸
帆
改
日
記
﹂
か
ら
關
聯
記
事
を
拔
粹
し
V
集
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
E
料
に

は
︑
瑛
球

�
が
行
っ
た
淸
�
官
�
た
ち
と
の
*
涉
=
>
が
詳
細
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
は
こ
の
﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
號
を
分
析
の
中
心
に
据
え
て
︑
以
下
の
二
點
を
目
指
す
︒
第
一
に
︑
�
留
西
洋
人
�
去
の
�
願
�
動

に
つ
い
て
︑
從
來
の
硏
究
が
見
落
と
し
て
き
た
具
體
�
な
*
涉
=
>
を
復
元
す
る
︒
一
～
三
違
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
�
願
�
動
に
特
に
重

?
で
あ
っ
た
一
八
四
四
年
︑
一
八
四
六
年
︑
一
八
五
二
年
の

�
�
�
を
取
り
上
げ
︑
福
州
や
北
京
に
お
い
て
瑛
球

�
と
淸
�
當
局
閒
で
行

わ
れ
た
*
涉
の
樣
子
を
描
く
︒

第
二
に
︑
河
口
�
事
を
中
心
に
︑
福
州
諸
衙
門
內
か
ら
北
京
の
�
廷
に
ま
で
擴
が
る
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
︑
�
願
�
動
に
あ
た
っ

て
瑛
球
は
こ
れ
を
河
口
�
事
と
銀
を
�
じ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
實
を
示
す
︒
四
違
で
は
︑
一
～
三
違
の
檢
討
を
基
に
︑
こ
の
人
�
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
W
成
し
て
い
た
淸
�
側
の
人
員
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
特
に
︑
淸
�
側
官
�
と
瑛
球

�
を
仲
介
す
る
︑
河
口
�
事
の
役
割
が

不
可
缺
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒

第
一
違

宣
敎
師
�
留
の
報
吿

(一
八
四
四
年
)

一

宣
敎
師
�
留
と
瑛
球
の
�
識

一
八
四
四

($
光
二
四
)
年
に
は
じ
ま
る
瑛
球
國
內
に
お
け
る
宣
敎
師
の
長
�
�
留
は
︑
瑛
球
に
も
:
ん
で
い
た
江
戶
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン

禁
制
に
抵
觸
す
る
以
上
に
︑
�
世
瑛
球
が
�
も
恐
れ
て
い
た
︑
瑛
日
關
係
の
對
淸
露
見
リ
ス
ク
を
著
し
く
高
め
た(13

)
︒
在
瑛
宣
敎
師
か
ら
�
霸
に

居
X
す
る
¨
&
人
や
來
航
す
る
¨
&
T
を
完
0
に
隱
し
�
す
こ
と
は
難
し
く
︑
か
つ
宣
敎
師
た
ち
は
淸
�
に
Z
在
し
た
自
國
領
事
館
等
と
定
�

�
に
�
信
が
あ
り
︑
西
洋
人
を
�
し
て
瑛
日
關
係
の
具
體
�
な
證
據
が
淸
�
の
耳
に
入
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
以
後
二

〇
年
�
く
に
わ
た
っ
て
︑
�
留
西
洋
人
を
い
か
に
�
去
さ
せ
る
か
が
︑
瑛
球
に
と
っ
て
政
治
外
*
上
の
�
大
の
課
題
で
あ
り
續
け
た
︒

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
瑛
球
�
留
は
單
發
�
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
佛
海
軍
の
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
作
戰
行
動
の
一
#
で
あ
っ
た
︒

佛
イ
ン
ド
シ
ナ
艦
\
司
令
長
官
セ
シ
ー
ユ
提
督
は
︑
瑛
球
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
佛
海
軍
基
地
の
M
力
な
候
補
地
の
一
つ
と
み
な
し
︑
瑛
佛
閒

の
和
好
・
�
商
條
]
閲
結
を
W
想
し
た
︒
そ
の
豫
備
*
涉
と
し
て
︑
一
八
四
四
年
に
艦
長
フ
ォ
ル
ニ
エ
=
デ
ュ
プ
ラ
ン
の
下
︑
軍
艦
ア
ル
ク

メ
ー
ヌ
號
を
瑛
球
に
B
り
︑
本
*
涉
時
の
�
譯
育
成
と
い
う
名
目
で
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を
殘
留
さ
せ
た
の
で
あ
る(14

)
︒

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
�
留
を
'
け
て
︑
瑛
球
は
早
く
も
同
年
の
�
貢

�
を
�
し
て
事
態
を
淸
�
に
報
吿
し
た
︒
西
里
は
報
吿
の
背
景
と
し
て
︑

第
一
に
︑
瑛
球
は
ア
ヘ
ン
戰
爭
に
敗
北
し
た
淸
�
の
力
の
限
界
を
�
確
に
2
識
し
て
お
り
︑
は
じ
め
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
獨
自
*
涉
で
事
態
の
解

決
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
︑
第
二
に
︑
瑛
球
は
フ
ラ
ン
ス
が
瑛
球
の
頭
越
し
に
直
接
淸
�
と
*
涉
し
︑
淸
�
が
フ
ラ
ン
ス
の
?
求
を
2

め
る
こ
と
を
�
も
危
惧
し
て
い
た
こ
と
︑
第
三
に
︑
瑛
球
側
の
3
體
�
な
_
斷
以
上
に
︑
¨
&
藩
の
�
向
が
强
く
働
い
て
い
た
こ
と
︑
以
上
の
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三
點
を
指
摘
し
て
い
る(15

)
︒

こ
の
と
き
攝
政
・
三
司
官
ら
王
府
中
樞
か
ら
�
貢

�
に
與
え
ら
れ
た
口
`
で
は
︑
�
貢
年
に
あ
た
り
な
が
ら
淸
�
へ
報
吿
し
な
け
れ
ば
︑

後
に
セ
シ
ー
ユ
提
督
が
來
航
し
︑
難
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
際
に
︑
淸
�
へ
救
b
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
の
で
︑
報
吿
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
c
極
�
な
2
識
が
示
さ
れ
て
い
る(16

)
︒
さ
ら
に
口
`
は
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
が
頭
越
し
に
中
國
か
ら
敕
免
を
得
よ
う
と
劃
策
す
る
か
も
し
れ

な
い
︒
差
し
障
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
總
督
・
<
撫
に
報
吿
の
咨
�
を
B
る
の
で
︑
渡
淸
の
上
狀
況
を
詳
し
く
探
り
︑
河
口
�
事
ど
も
と
し
っ
か
り

相
談
し
︑
布
政
司
掌
案
﹇
胥
�

(後
営
)
﹈
た
ち
に
も
詳
し
く
申
し
含
ん
だ
上
で
提
出
せ
よ(17

)
﹂
と
續
い
て
お
り
︑
極
め
て
愼
重
な
態
度
が
う
か

が
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
指
示
の
下
︑
中
國
へ
渡
っ
た
�
貢

�
は
︑
福
州
と
北
京
の
兩
地
に
お
い
て
活
動
を
展
開
す
る
︒

二

�
貢

�
の
活
動

同
年
一
一
e
一
二
日
に
福
州
に
到
着
し
た
正

毛
嘉
榮

(喜
舍
場
親
雲
上
)
︑
副

i
元
洩

(伊
計
親
雲
上
)
ら
�
貢

�
は(18

)
︑
早
f
河
口
�

事
た
ち
を
呼
び
出
し
︑
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
�
留
の
經
雲
を
說
�
し
て
︑
福
円
布
政
司
に
提
出
豫
定
の
報
吿
の
咨
�
を
見
せ
た
︒
瑛
球
側
は
︑
咨
�

の
提
出
に
よ
っ
て
�
常
の
�
貢
業
務
に
荏
障
が
生
じ
な
い
か
を
懸
念
し
︑
河
口
�
事
に
�
見
を
求
め
る
と
と
も
に
︑
い
か
に
し
て
本
件
の
內
密

な
處
理
が
可
能
か
を
相
談
し
た
︒
河
口
�
事
の
,
答
は
以
下
の
�
り
で
あ
っ
た
︒

咨
�
を
提
出
し
て
も
上
京
の
障
h
に
は
0
く
な
ら
ず
︑
�
面
も
問
題
な
い
の
で
︑
早
々
に
提
出
さ
れ
る
の
が
宜
し
い
で
し
ょ
う
︒
し
か
し

な
が
ら
こ
の
件
は
掌
案
た
ち
へ
取
り
%
ぎ
ま
す
と
︑
外
へ
漏
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
掛
號
銀
等
?
求
さ
れ
色
々
煩
わ
し
い
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
そ
こ
で
︑﹁
ど
う
ぞ
內
密
に
處
理
し
て
く
だ
さ
り
︑
來
年
,
答
が
あ
る
際
も
私
共
へ
直
接
言
い
つ
け
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
稟
�

を
仕
立
て
て
咨
�
に
添
え
︑
布
政

が
外
出
す
る
際
に
お
伺
い
し
︑
直
に
提
出
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う(19

)
︒

瑛
球
側
は
河
口
�
事
の
助
言
�
り
︑
一
一
e
一
七
日
に
布
政

司
衙
門
へ
直
接
向
か
っ
た(20

)
︒
福
円
布
政

徐
繼
畬
は
外
出
中
で
あ
っ
た
た
め
︑


�
は
衙
門
外
で
待
機
し
︑
徐
の
歸
C
時
に
︑
衙
門
の
大
門
內
で
國
王
か
ら
の
咨
�
︑
お
よ
び

�
名
義
の
稟
�
を
提
出
し
た
︒
徐
は
卽
刻
稟
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�
に
目
を
�
し
︑
瑛
球
側
の
申
し
出
�
り
に
取
り
計
ら
お
う
と
,
答
し
た
︒

福
州
で
報
吿
を
濟
ま
せ
た
瑛
球

�
は
︑
�
常
の
�
貢
業
務
に
戾
り
︑
河
口
�
事
同
G
の
も
と
︑
一
一
e
二
五
日
に
福
州
を
出
發
し
北
京
へ

赴
い
た(21

)
︒
こ
の
閒
︑
瑛
球
が
提
出
し
た
咨
�
は
總
督
劉
韻
珂
・
<
撫
劉
鴻
翺
へ
と
上
げ
ら
れ
︑
さ
ら
に
督
撫
か
ら
$
光
6
へ
上
奏
さ
れ
た
︒
北

京
滯
在
中
︑
こ
の
件
が
�
廷
に
報
吿
さ
れ
︑
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

�
は
把
握
し
て
い
た
が
︑﹁
內
密
の
事
に
つ
き
鯵
單
に
問
い
合
わ
せ

ら
れ
ず
︑
北
京
に
お
い
て
至
極
心
�
し
て(22

)
﹂
い
た
︒
こ
の
と
き
︑
兵
部
3
事
の
鄧
慶
恩
と
い
う
福
州
人
が
︑
も
と
よ
り
河
口
�
事
た
ち
と
親
し

く
︑
瑛
球

�
が
滯
在
し
て
い
た
會
同
四
譯
館
を
訪
ね
︑﹁
瑛
球
へ
衣
國
人
が
來
着
し
た
成
り
行
き
は
閩
浙
總
督
︑
福
円
<
撫
よ
り
上
奏
�
が

提
出
さ
れ
た
が
︑
內
密
の
こ
と
な
の
で
外
へ
漏
れ
な
い
よ
う
﹇
皇
6
陛
下
が
﹈
深
く
お
考
え
に
な
ら
れ
て
い
る(23

)
﹂
と
の
事
S
を
︑
河
口
�
事
へ

傳
`
し
た
︒
こ
の
報
吿
を
'
け
て
︑
瑛
球
側
は
よ
う
や
く
一
安
心
し
た
︒

以
上
︑
一
八
四
四
年
の
報
吿
は
順
4
に
行
わ
れ
た
が
︑
報
吿
を
'
け
た
淸
�
側
の
反
應
は
か
な
り
踏
み
n
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
︒
事
態
を
重

視
し
た
$
光
6
は
︑
上
諭
を
發
し
て
兩
廣
總
督
耆
英
に
佛
公

ラ
グ
ル
ネ
と
の
*
涉
を
命
じ
た
︒
耆
英
は
ラ
グ
ル
ネ
と
*
涉
し
た
上
で
︑
フ
ラ

ン
ス
人
の
瑛
球
滯
在
は
一
時
�
な
も
の
で
大
き
な
問
題
は
な
く
︑
淸
�
側
の
强
い
抗
議
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
は
や
が
て
瑛
球
か
ら
手
を
引
く
だ

ろ
う
と
い
う
樂
觀
�
な
見
方
を
示
し
︑
こ
れ
が
瑛
球
に
も
�
`
さ
れ
た(24

)
︒

だ
が
︑
淸
�
に
よ
る
抗
議
と
耆
英
の
樂
觀
�
な
見
�
し
に
も
關
わ
ら
ず
︑
瑛
球
に
お
け
る
事
態
は
深
刻
�
す
る
︒
一
八
四
六
年
︑
セ
シ
ー
ユ

提
督
が
三
q
の
軍
艦
を
F
い
て
來
訪
を
果
た
し
︑
瑛
球
と
�
商
*
涉
を
行
っ
た
︒
瑛
球
は
�
商
を
拒
絕
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
︑
セ
シ
ー
ユ

は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
に
代
わ
っ
て
ア
ド
ネ
と
ル
チ
ュ
ル
ジ
ュ
の
二
名
の
宣
敎
師
を
引
き
續
き
瑛
球
に
殘
し
た
︒
さ
ら
に
同
年
︑
英
人
宣
敎
師
ベ
ッ

テ
ル
ハ
イ
ム
が
來
航
し
︑
以
後
八
年
閒
に
:
ぶ
�
留
を
開
始
す
る
︒

こ
こ
に
至
っ
て
︑
瑛
球
は
來
航
す
る
あ
ら
ゆ
る
西
洋
T
に
對
し
て
宣
敎
師
の
引
き
取
り
を
懇
願
す
る
一
方
で
︑
淸
�
に
對
す
る
�
願
活
動
を

も
本
格
�
さ
せ
た
︒
一
八
四
六

($
光
二
六
)
年
の
�
貢
に
あ
た
り
︑
王
府
は
�
常
の
�
貢

�
に
加
え
て
︑
特

毛
增
光

(池
城
親
方
)
・
梁

學
孔

(安
慶
名
親
雲
上
)
ら
の
�
�
を
決
定
す
る
︒
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第
二
違

�
願
�
動
の
本
格
�
と
特

の
�
�

(一
八
四
六
年
)

一

特

の
福
州
に
お
け
る
活
動

1

�
書
の
準
備
と
提
出

一
八
四
六
年
の
�
貢

�
:
び
特

毛
增
光
ら
は
︑
一
一
e
二
六
日
に
福
州
に
到
着
︑
瑛
球
館
に
入
っ
た(25

)
︒
到
着
後
︑
二
年
u
と
同
じ
く
ま

ず
は
河
口
�
事
た
ち
が
呼
び
出
さ
れ
︑
提
出
豫
定
の
咨
�
・
稟
�
の
原
稿
が
點
檢
さ
れ
た
︒
こ
の
際
︑
重
點
は
瑛
球
國
王
か
ら
福
円
布
政

司

に
宛
て
た
﹁
咨
�
﹂
よ
り
も
︑
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
︑

�
か
ら
提
出
さ
れ
る
﹁
稟
�
﹂
の
方
に
置
か
れ
て
い
た
︒

こ
の
稟
�
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
い
成
り
行
き
が
書
い
て
あ
る
た
め
︑
準
備
は
入
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
布
政
司
掌
案
や
他
に
も
﹇
�
違

が
﹈
巧
み
な
者
に
賴
ん
で
添
v
さ
せ
る
よ
う
申
し
付
け
た
と
こ
ろ
︑
元
布
政
司
師
�
の
張
$
亨
と
申
す
者
が
�
違
の
`
者
な
者
で
︑
そ
の

上
現
布
政
司
師
�
の
葉
靑
茂
と
も
親
し
く
付
き
合
っ
て
お
り
︑
そ
の
張
に
賴
む
の
が
良
い
で
し
ょ
う
と
i
�
が
申
し
出
た
の
で
︑
高
嶺
里

之
子
親
雲
上
を
﹇
張
の
も
と
に
﹈
�
�
し
︑
�
初
か
ら
の
成
り
行
き
な
ど
詳
細
に
傳
え
賴
み
n
ま
せ
ま
し
た(26

)
︒

多
分
に
形
式
�
な
咨
�
よ
り
も
︑
稟
�
の
方
が
事
の
成
り
行
き
を
詳
細
に
說
�
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る(27

)
︒
こ
の
時
︑
瑛
球


�
と
福
円
當
局
と
の
仲
介
を
擔
當
し
た
河
口
�
事
の
i
澄
瀾(28

)
は
︑
元
布
政
司
師
�

(幕
友
)
で
あ
り
︑
か
つ
現
布
政
司
師
�
の
葉
靑
茂
と
も

親
し
い
張
$
亨
と
い
う
人
物
を
點
檢
者
と
し
て
勸
め
︑
瑛
球
側
は
早
f
張
の
も
と
に
赴
い
て
事
S
を
說
�
し
賴
み
n
ん
だ
︒
そ
の
後
︑
張
は
葉

と
も
相
談
し
な
が
ら
︑
瑛
球
側
が
滿
足
の
い
く
稟
�
を
仕
立
て
上
げ
た
︒
咨
�
と
稟
�
は
一
二
e
三
日
に
布
政
司
に
提
出
さ
れ
た
︒

こ
の
時
提
出
さ
れ
た
稟
�
の
寫
し
が
︑
瑛
球
か
ら
¨
&
藩
へ
報
吿
さ
れ
て
お
り
︑﹃
x
定
Z
�
書
﹄
中
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
現
存
す
る
稟

�
寫
し
は
三
�
あ
り
︑
う
ち
二
�
は
英
・
佛
T
の
來
航
と
宣
敎
師
�
留
の
現
狀
を
詳
細
に
記
し
た
長
�
の
も
の
で
あ
り
︑
張
$
亨
ら
が
添
v
し

た
も
の
に
な
ろ
う
︒
殘
る
一
�
は
︑
咨
�
・
稟
�
の
布
政
司
提
出
時
に
添
え
ら
れ
た
短
い
も
の
で
あ
り
︑
以
下
に
示
す
�
り
で
あ
る
︒
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爲
稟
繳
?
緊
公
�
︑
俯
賜
內
辦
︑
以
杜
傳
謠
事
︒
切
光
等
奉
本
國
王
命
︑
�
坐
�
貢
二
號
T
上
來
閩
︒
蒙
恩
吊
�
省
{
︑
感
激
無
旣
︒
Z

M
�
貢
事
件
︑
移
咨
公
�
︑
除

①
照
例
由
號
.
登
}
另
行
�
繳
外
︑
茲
光
等
面
奉
敝
國
王
特
命
︑
另
給
咨
�
二
角
齎
執
至
閩
︑
親
赴
憲

轅
︑
稟
�
?
件
聲
�
內
辨
︑
②
恩
免
發
經
胥
管
辦
︑
以
杜
謠
傳
︒
(中
略
)
合
將
�
諭
緣
由
隨
�
稟
乞
大
人
︑
恩
察
咨
�
事
件
︑
俯
准
內

辦
︑
以
杜
外
謠
︒
③
至
將
來
�
發
囘
國
時
︑
仍
懇
內
辦
︑
飭
傳
光
等
赴
轅
承
領
︑
庶
無
�
漏
︒
�
人
頌
德
不
朽
︒
切
稟(29

)
︒

稟
�
の
u
�
は
�
常
の
�
貢
業
務
に
關
し
て
︑
後
�
は
﹁
?
件
﹂
す
な
わ
ち
�
願
�
動
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
�
目
さ
れ
る
の
は
︑
�
常
の
�

貢
に
G
う
咨
�
提
出
が
﹁
�
例
�
り
'
附
を
�
し
て
帳
}
に
登
錄
し
報
吿
し
﹂
(傍
線
部
①
)
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
�
願
�
動
關
聯

の
報
吿
が
布
政

本
人
へ
直
に
な
さ
れ
た
こ
と
の
衣
例
さ
が
際
立
つ
︒
そ
し
て
︑﹁
�
が
擴
ま
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
︑
胥
�
の
手
を
經
ず
に
處

置
さ
れ
ま
す
よ
う
に
﹂
(傍
線
部
②
)
︑﹁
將
來
の
歸
國
時
に
も
︑
や
は
り
內
密
の
處
置
を
お
願
い
し
た
い
︒﹇
毛
增
﹈
光
ら
を
布
政
司
衙
門
に
召

喚
し
て
,
答
を
'
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
︑
漏
洩
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
﹂
(傍
線
部
③
)
と
の
�
面
は
︑
一
八
四
四
年
に
河
口
�
事
か

ら
'
け
た
助
言
そ
の
ま
ま
で
あ
り
︑
瑛
球
側
が
河
口
�
事
の
助
言
を
�
願
活
動
に
忠
實
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
も
そ
も
報
吿

に
際
し
︑
王
府
は
福
州
に
お
い
て
河
口
�
事
ら
と
協
議
し
て
行
う
よ
う
指
示
し
て
い
た
︒
實
際
に

�
と
河
口
�
事
の
協
議
の
結
果
に
よ
り
方

針
が
定
ま
れ
ば
︑
そ
れ
が
﹁
國
王
か
ら
の
指
示
﹂
と
い
う
形
で
淸
�
側
に
は
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

2

活
動
の
本
格
�

ひ
と
ま
ず
�
願
�
書
の
提
出
は
濟
み
︑
布
政

の
反
應
も
良
好
で
あ
っ
た
が
︑
毛
增
光
ら
の
活
動
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
本
格
�
し
た
︒
す
な

わ
ち
︑
瑛
球
の
�
願
を
'
け
て
︑
福
円
當
局
か
ら
皇
6
へ
報
吿
の
上
奏
�
と
︑
廣
東
當
局
へ
問
い
合
わ
せ
の
咨
�
が
B
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
︑

特
に
上
奏
�
が
瑛
球
側
の
�
向
に
沿
っ
た
內
容
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
︑
樣
々
な
働
き
か
け
が
劃
策
さ
れ
た
︒

瑛
球
側
は
は
じ
め
︑
布
政

お
よ
び
總
督
・
<
撫
へ
の
直
接
嘆
願
を
考
え
た
が
︑
こ
れ
は
河
口
�
事
か
ら
淸
�
の
慣
�
に
合
わ
な
い
と
反
對

さ
れ
︑﹁
擔
當
の
掌
案
や
師
�
︑
相
公
ら
︑
ま
た
は
官
人
の
取
り
卷
き
の
者
た
ち
に
賴
む
ほ
か
方
法
は
な
い(30

)
﹂
と
助
言
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
︑
河
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口
�
事
を
�
し
て
總
督
以
下
各
衙
門
の
﹁
掌
案
・
師
�
・
相
公
﹂
ら
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
掌
案
た
ち
の
反
應
は
﹁
�
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
武
勇
を
振
る
い
︑
中
國
に
對
し
て
も
不
禮
の
仕
打
ち
を
行
な
っ
て
い
る
︒
(中
略
)

佛
・
英
兩
國
へ
中
國
よ
り
命
令
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
︑
こ
の
度
の
瑛
球
の
�
願
も
容
易
で
は
な
く
︑
二
︑
三
度
嘆
願
し
て
も
役
に
立
た

な
い
だ
ろ
う(31

)
﹂
な
ど
と
殊
7
に
瑛
球
側
を
不
安
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
瑛
球
側
は
こ
れ
を
付
け
屆
の
增
額
を
求
め
て
い
る
と
理
解
し
た
が
︑

持
參
し
た
�
銀

(工
作
銀
)
は
多
く
な
い
︒
そ
こ
で
繰
り
,
し
掌
案
ら
と
*
涉
し
︑
瑛
球
の
財
政
難
に
つ
い
て
說
�
し
て
︑
ど
う
に
か
=
度
の

增
額
は
免
れ
た
︒

掌
案
ら
へ
の
付
け
屆
を
�
し
て
︑
�
願
が
問
題
な
く
'
け
附
け
ら
れ
︑
瑛
球
側
の
願
い
�
り
の
趣
旨
で
上
奏
�
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
2
さ
れ
た
が
︑
毛
增
光
ら
は
ま
だ
安
心
で
き
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
掌
案
の
中
に
は
﹁
天
3
敎
の
布
敎
・
和
好
・
*
易
は
中
國
で
さ
え
許
し

た
こ
と
で
あ
っ
て
︑
瑛
球
が
こ
の
三
か
條
す
べ
て
を
斷
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
は
決
し
て
�
得
し
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
三
か
條
の
う
ち
一
か
條
は

2
め
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
る
は
ず
だ(32

)
﹂
な
ど
と
取
り
沙
汰
す
る
者
も
お
り
︑
瑛
球
側
は
こ
れ
を
强
く
警
戒
し
た
︒
掌
案
ら
か
ら
︑
上
奏
�
は

<
撫
師
�
の
貫
得
中
と
い
う
人
物
が
A
草
す
る
こ
と
を
知
っ
た
瑛
球
側
は
︑
河
口
�
事
の
i
を
�
し
て
重
點
�
に
貫
に
工
作
を
し
か
け
︑
上
奏

�
の
草
稿
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
︒
掌
案
た
ち
が
�
し
て
い
る
よ
う
な
�
言
が
萬
が
一
に
も
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
2
し
な
け
れ
ば
︑
氣
が

休
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

i
は
自
宅
で
二
度
も
宴
會
を
開
い
て
貫
を
も
て
な
し
た
上
で
︑
貫
が
A
草
し
た
上
奏
�
の
草
稿
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
賴
ん
だ
︒
し
か
し
貫
は
︑

﹁
草
稿
は
自
分
が
書
い
た
け
れ
ど
も
︑
總
督
・
<
撫
が
ご
協
議
の
上
保
管
さ
れ
て
お
り
︑
內
容
は
0
く
覺
え
て
い
な
い(33

)
﹂
と
言
う
︒
そ
こ
で
i

は
︑
瑛
球
人
は
草
稿
を
見
な
い
限
り
寢
食
も
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
不
安
で
あ
る
こ
と
︑
草
稿
は

�
の
正
・
副

が
目
を
�
す
だ
け
で
︑
決
し

て
外
部
へ
洩
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
說
�
し
︑
さ
ら
に
賴
み
n
ん
だ
︒
す
る
と
貫
は
︑﹁﹇
<
撫
衙
門
の
﹈
相
公
へ
付
け
屆
を
贈
る
な
ど
す
れ

ば
︑
<
撫
が
ご
外
出
の
際
に
ひ
そ
か
に
草
稿
を
取
り
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い(34

)
﹂
と
答
え
︑
さ
ら
に
そ
の
後
︑﹁
相
公
の
取
り

計
い
だ
け
で
は
草
稿
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
ず
︑
<
撫
の
お
側
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
內
相
公
へ
も
付
け
屆
が
必
?(35

)
﹂
と
言
っ
て
き
た
︒
し
か
も
︑

― 72 ―

652



相
公
・
內
相
公
に
そ
れ
ぞ
れ
銀
一
〇
貫
の
付
け
屆
が
必
?
だ
と
言
う
︒

こ
こ
に
至
っ
て
︑
*
涉
を
擔
當
し
て
い
た
i
は
︑
あ
ま
り
に
多
額
の
付
け
屆
で
あ
る
た
め
︑
草
稿
入
手
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
瑛
球
側
に
助
言

す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
瑛
球
側
は
︑﹁
�
願
の
趣
旨
�
り
に
上
奏
�
が
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
な
ら
ば
︑
草
稿
を
拜
見
す

る
必
?
は
な
い
が
︑
そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
う
ち
は
何
事
も
安
心
で
き
な
い
の
で
︑
草
稿
に
つ
い
て
は
是
非
と
も
拜
見
で
き
る
よ
う
取
り
計

う
よ
う
に(36

)
﹂
と
i
に
申
し
渡
し
︑
付
け
屆
は
銀
三
︑
四
貫
出
せ
る
と
提
示
し
た
︒
i
は
貫
と
再
度
*
涉
し
︑
�
�
�
に
︑
銀
七
貫
を
渡
す
こ
と

で
草
稿
を
入
手
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
そ
の
�
面
は
瑛
球
側
の
�
願
�
り
で
あ
り
︑
よ
う
や
く

�
ら
は
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
な
お
︑

こ
の
時
入
手
し
た
上
奏
�
草
稿
と
兩
廣
總
督
へ
の
咨
�
草
稿
は
︑
寫
が
と
ら
れ
︑

�
の
歸
國
後
に
¨
&
藩
へ
提
出
さ
れ
て
い
る(37

)
︒

3

福
州
で
荏
拂
わ
れ
た
�
銀

瑛
球

�
が
持
參
し
︑
福
州
諸
衙
門
の
役
人(38

)
へ
付
け
屆
と
し
て
投
入
し
た
銀
は
︑
瑛
球
側
E
料
で
は
﹁
�
銀
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
田
名
眞
之
に

よ
れ
ば
︑
�
銀
と
は
﹁
福
州
︑
さ
ら
に
北
京
で
︑
f
や
か
な
事
務
の
�
行
を
�
し
て
︑
必
?
經
費
と
し
て
關
係
役
Z
・
役
人
へ

(中
略
)
付
け

屆
を
な
し
た
も
の
﹂
で
あ
り
︑
一
八
世
紀
に
お
け
る
そ
の
額
は
︑
�
貢
時
で
福
州
�
銀
五
〇
貫
・
北
京
�
銀
三
〇
貫
︑
接
貢
時
で
は
福
州
�
銀

の
み
で
五
〇
貫
で
あ
っ
た(39

)
︒
�
銀
は
瑛
球
の
國
家
豫
算
に
計
上
さ
れ
た
公
費
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
深
澤
秋
人
は
﹁
賄
賂
の
よ
う
に
犯
罪
性
を
帶

び
た
も
の
で
は
な
く
︑
(中
略
)
國
家
公
2
の
機
密
費
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
す
る(40

)
︒

毛
增
光
は
王
府
へ
︑
福
州
に
お
い
て

用
さ
れ
た
�
銀
の
�
細
報
吿
を
提
出
し
て
い
る
︒
特

の
活
動
�
金
と
し
て
福
州
へ
持
參
さ
れ
た
�

銀
は
︑
�
例
よ
り
多
い
六
〇
貫(41

)
で
あ
っ
た
が
︑
�
細
に
よ
れ
ば
こ
の
う
ち
﹁
掌
案
・
師
�
へ
の
掛
號
銀
お
よ
び
張
$
亨
へ
の
禮
銀
﹂
が
四
九
貫

四
〇
〇
匁
︑﹁
河
口
�
事
ら
へ
の
苦
勞
銀
﹂
が
九
貫
六
〇
〇
匁
︑
そ
の
他
﹁
細
�
銀
﹂
が
九
三
五
匁
あ
ま
り
︑
合
わ
せ
て
五
九
貫
九
三
五
匁
あ

ま
り
で
︑
ぎ
り
ぎ
り
持
參
額
內
に
收
ま
っ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
荏
出
項
目
に
つ
い
て
み
れ
ば
︑﹁
細
�
銀
﹂
は
雜
費
︑﹁
苦
勞
銀
﹂
は
河
口
�
事
に

對
す
る
手
當
て
で
あ
り
︑﹁
禮
銀
﹂
は
�
字
�
り
︑
瑛
球
側
の
依
賴
で
�
書
の
添
v
を
行
っ
た
張
$
亨
へ
の
謝
金
で
あ
る
︒
殘
る
﹁
掛
號
銀
﹂
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が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
付
け
屆
﹂
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う(42

)
︒

�
願
�
動
に
際
し
て
︑
瑛
球
側
は
そ
の
�
銀
豫
算
の
大
部
分
を
福
円
當
局
の
諸
役
人
に
對
し
て
投
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
後
営
す
る
よ
う

に
︑
一
八
五
二

(咸
豐
二
)
年
に
再
度
特

が
�
�
さ
れ
た
際
も
︑
�
銀
の
荏
出
は
こ
の
先
例
を
踏
襲
し
た
︒

二

�
貢

�
の
北
京
に
お
け
る
活
動

特

が
福
州
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
一
方
で
︑
�
貢

�
の
向
元
謨

(野
村
親
雲
上
)
と
梁
必
`

(濱
川
親
雲
上
)
は
︑
河
口
�
事
に
同
G

さ
れ
て
一
二
e
八
日
に
福
州
を
出
發
し
北
京
へ
向
か
っ
た(43

)
︒
彼
ら
に
は
�
常
の
�
貢
業
務
の
他
に
︑
�
願
が
北
京
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
'
け

止
め
ら
れ
て
い
る
か
4
査
の
上
︑
必
?
な
手
立
て
を
と
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た(44

)
︒

北
京
に
到
着
し
た
�
貢

�
は
︑
早
f
河
口
�
事
に
狀
況
を
探
ら
せ
た
と
こ
ろ
︑
瑛
球
の
�
願
は
旣
に
皇
6
の
耳
に
屆
い
て
い
る
こ
と
︑
皇

6
が
瑛
球
と
西
洋
諸
國
の
件
に
つ
い
て
禮
部
へ
�
ね
た
と
こ
ろ
︑
禮
部
で
は
詳
細
が
分
か
ら
な
い
と
答
え
た
こ
と
︑
以
上
二
點
が
確
2
さ
れ
た
︒

今
後
の
對
應
に
つ
い
て
︑
瑛
球
側
は
會
同
四
譯
館
の
擔
當
官
で
あ
る
﹁
館
卿
大
人(45

)
﹂
に
助
言
を
求
め
た
︒
館
卿
の
考
え
は
︑﹁
禮
部
が
ご
存

知
無
い
と
な
る
と
�
願
に
應
じ
た
取
り
計
ら
い
が
難
し
く
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
衣
國
一
件
は
王
舅
毛
增
光
よ
り
�
願
が
あ
る
と
は
言
っ
て
も
︑

ち
ょ
う
ど
�
貢

�
が
北
京
に
い
る
の
に
な
ん
の
�
願
も
な
い
と
︑
國
家
�
難
の
體
に
見
え
な
い
た
め
︑
こ
の
度
�
貢

�
か
ら
も
﹇
禮
部

へ
﹈
�
願
を
行
う
方
が
宜
し
い(46

)
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

瑛
球
側
は
そ
こ
で
館
卿
を
�
し
て
稟
�
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
︑
禮
部
衙
門
へ
參
上
す
る
よ
う
�
`
が
あ
っ
た
︒
一
八
四
七
年
二
e
一
一
日
︑

瑛
球

�
は
禮
部
衙
門
に
て
禮
部
尙
書
保
昌
ら
に
謁
見
し
︑
保
昌
よ
り
︑
瑛
球
側
か
ら
�
願
が
あ
り
稟
�
が
提
出
さ
れ
た
件
を
$
光
6
へ
奏
上

し
た
と
こ
ろ
︑
封
を
し
た
ま
ま
皇
覽
に
備
え
る
よ
う
敕
諭
が
あ
っ
た
こ
と
︑
�
願
の
件
は
兩
廣
總
督
耆
英
に
對
應
す
る
よ
う
命
令
が
下
っ
て
い

る
こ
と
が
傳
え
ら
れ
た
︒
實
際
に
︑
瑛
球

�
が
禮
部
衙
門
へ
赴
く
u
日
に
出
さ
れ
た
上
諭
に
お
い
て
︑
$
光
6
は
瑛
球
の
�
待
に
應
え
る
よ

う
耆
英
に
7
な
る
對
應
を
指
示
し
て
い
る(47

)
︒
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三

佛
宣
敎
師
の
�
去
と
そ
の
後

淸
�
側
の
度
重
な
る
抗
議
を
'
け
た
佛
公

ラ
グ
ル
ネ
は
︑
瑛
球
で
の
問
題
が
︑
閲
結
さ
れ
た
ば
か
り
の
黃
埔
條
]
を
は
じ
め
淸
佛
關
係
に

惡
影
9
を
與
え
る
こ
と
を
恐
れ
︑
一
八
四
五
年
の
時
點
で
セ
シ
ー
ユ
に
對
し
て
そ
の
瑛
球
に
お
け
る
活
動
に
贊
同
し
な
い
こ
と
を
�
言
し
た
︒

さ
ら
に
は
︑
佛
本
國
の
ギ
ゾ
ー
首
相
も
ラ
グ
ル
ネ
に
同
�
し
た
︒
セ
シ
ー
ユ
自
身
も
︑
�
商
*
涉
が
瑛
球
側
の
抵
抗
に
よ
り
失
敗
に
�
わ
っ
た

こ
と
︑
�
待
し
て
い
た
瑛
球
を
媒
介
す
る
日
本
と
の
貿
易
W
想
も
實
現
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
'
け
︑
瑛
球
か
ら
手
を
引
く(48

)
︒
そ

の
結
果
︑
�
留
し
て
い
た
佛
宣
敎
師
も
一
八
四
八
年
に
瑛
球
か
ら
�
去
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
�
願
�
動
は
閒
接
�
な
が
ら
佛
宣
敎
師
の
�
去

に
繫
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

瑛
球
側
は
そ
の
�
去
が
淸
�
の
お
か
げ
で
あ
る
と
2
識
し
︑
感
謝
の
咨
�
を
福
円
布
政
司
に
提
出
し
た
が(49

)
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
�
留
を
繼

續
し
た
た
め
︑
�
願
�
動
は
こ
れ
で
�
結
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
再
度
特

が
�
�
さ
れ
る
一
八
五
二

(咸
豐
二
)
年
ま
で
︑
瑛
球
は

例
年
の
�
貢
T
・
接
貢
T
を
�
じ
︑
來
航
し
た
西
洋
T
や
�
留
西
洋
人
の
S
報
を
淸
�
へ
報
吿
し
續
け
た
が
︑

�
に
よ
る
�
願
�
動
は
し
ば

ら
く
展
開
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
�
願
の
﹁
一
時
休
止
﹂
も
︑
河
口
�
事
・
布
政
司
掌
案
ら
の
_
斷
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
八
四
七
年
︑
特

毛
增
光
ら
が
先
に
�

貢
T
で
歸
國
し
た
後
︑
北
京
か
ら
福
州
へ
歸
C
し
た
�
貢

�

(向
元
謨
・
梁
必
`
ら
)
を
�
え
る
接
貢
T
が
�
�
さ
れ
た
︒
接
貢
T
は
向
・
梁

へ
の
指
示
を
も
た
ら
し
︑
毛
の
歸
國
後
瑛
球
で
は
西
洋
人
を
引
き
取
る
�
T
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
が
︑
接
貢
T
出
帆
の
時
點
で
ま
だ
來

て
い
な
い
の
で
︑
�
加
の
�
願
を
行
う
よ
う
命
じ
た(50

)
︒
相
談
を
'
け
た
河
口
�
事
は
︑
以
下
の
�
り
答
え
︑
�
願
を
行
わ
な
い
よ
う
助
言
し
た
︒

佛
・
英
人
の
引
き
取
り
に
つ
い
て
は
︑
特

が
御
�
願
に
來
ら
れ
た
趣
�
は
皇
6
樣
の
お
耳
に
`
し
︑
廣
東
の
耆
英
へ
敕
諭
が
あ
り
︑
廣

東
の
佛
・
英
首
領
ら
へ
早
f
命
令
が
あ
り
ま
し
た
︒
御
處
置
は
入
念
で
あ
り
︑
�
に
M
難
い
こ
と
で
す
︒
接
貢
T
渡
航
時
に
ま
だ
�
T
が

な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
ま
だ
閒
も
無
い
う
ち
に
何
か
と
�
願
申
し
上
げ
て
は
不
都
合
で
あ
り
︑
こ
の
度
は
い
ち
早
い
御
禮
と
︑
佛
・
英
人

― 75 ―

655



ら
が
今
ま
で
�
留
し
て
い
る
%
第
を
︑
布
政
司
へ
咨
�
差
し
上
げ
る
だ
け
に
し
て
お
く
の
が
良
い
で
し
ょ
う(51

)
︒

布
政
司
掌
案
ら
も
河
口
�
事
の
�
見
に
同
�
し
た
た
め
︑
瑛
球
側
は
�
加
の
�
願
を
取
り
止
め
︑
國
王
か
ら
の
咨
�
の
み
を
布
政
司
に
提
出
︑

そ
の
際
︑﹁
引
き
取
り
に
つ
い
て
︑
な
お
一
層
宜
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
う
﹂
と
口
頭
で
言
:
す
る
に
と
ど
め
た
︒
�
一
八
四
八
年
の
�
貢


�
も
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
�
去
の
�
願
を
試
み
た
が
︑
河
口
�
事
と
布
政
司
掌
案
は
先
と
同
じ
く
﹁
か
え
っ
て
不
都
合
で
あ
る
﹂
と
し
て
や
め

さ
せ
︑
咨
�
の
提
出
の
み
と
な
っ
た(52

)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
一
八
四
六
年
ま
で
の
�
願
�
動
は
佛
人
�
去
と
い
う
成
果
を
引
き
出
し
た
も
の
の
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
�
留
を
繼
續
し
︑

そ
の
存
在
は
瑛
球
に
樣
々
な
難
題
を
も
た
ら
し
續
け
た
︒
そ
の
た
め
︑
瑛
球
は
淸
�
へ
二
度
目
の
特

�
�
を
行
う
こ
と
と
な
る
︒

第
三
違

特

の
再
�
�
と
そ
の
後

(一
八
五
二
年
)

一

特

の
再
�
�

一
八
五
二

(咸
豐
二
)
年
︑
王
府
は
正

馬
克
承

(小
祿
親
方
)
︑
副

梁
必
`

(濱
川
親
雲
上
)
以
下
を
特

と
し
て
︑
同
年
の
�
貢
T
に
同

乘
さ
せ
福
州
へ
�
�
し
た
︒
こ
の
年
は
石
垣
島
沖
で
米
T
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
の
苦
力
反
亂
事
件
が
A
こ
っ
て
お
り
︑
馬
克
承
ら
の
�
�
は

3
と
し
て
同
事
件
の
後
處
理
と
關
聯
附
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
同
事
件
硏
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
西
里
喜
行
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑

馬
克
承
ら
に
は
﹁
石
垣
島
滯
留
苦
力
の
護
B
に
つ
い
て
淸
國
の
許
可
を
?
�
す
る
任
務
の
外
に
︑
瑛
球
に
長
�
滯
在
し
て
種
々
の
問
題
を
引
き

A
こ
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
國
籍
の
宣
敎
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
一
家
の
�
去
に
つ
い
て
︑
淸
國
當
局
に
對
英
*
涉
を
?
�
す
る
任
務
も
託
さ
れ
た
︒

こ
の
二
つ
の
任
務
の
內
︑
瑛
球
王
府
や
¨
&
藩
が
よ
り
重
視
し
た
の
は
︑
む
し
ろ
後
者
の
方
﹂
で
あ
っ
た(53

)
︒

そ
も
そ
も
︑
二
度
目
の
特

�
�
が
決
定
さ
れ
た
契
機
は
︑
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
事
件
の
發
生
で
は
な
く
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
滯
在
長

�
�
と
︑
瑛
球
へ
の
干
涉
を
强
め
る
イ
ギ
リ
ス
の
存
在
で
あ
っ
た
︒
特
に
︑
一
八
四
九
年
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
號
が
外
相
パ
ー
マ
ス
ト
ン
の
書
鯵
を
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瑛
球
に
も
た
ら
し
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
保
護
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
�
商
を
?
求
し
た
こ
と
︑
一
八
五
〇
年
に
レ
イ
ナ
ー
ド
號
が
香
{
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
3
敎
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ミ
ス
を
載
せ
て
來
航
し
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
待
�
改
善
を
求
め
た
こ
と
︑
さ
ら
に
一
八
五
二
年
に
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

號
艦
長
シ
ャ
ド
ウ
ェ
ル
以
下
が
西
洋
人
と
し
て
初
め
て
首
里
城
に
入
り
︑
再
度
パ
ー
マ
ス
ト
ン
の
書
鯵
を
瑛
球
側
に
手
*
し
た
こ
と
な
ど(54

)
︑
一

聯
の
英
軍
艦
來
航
と
首
里
城
入
城
と
い
う
緊
�
事
態
を
'
け
︑
王
府
內
で
は
淸
�
へ
の
特

再
�
�
が
議
論
さ
れ
た
︒

一
八
五
二
年
五
e
に
行
わ
れ
た
僉
議
に
お
い
て
︑
王
府
は
︑
同
年
秋
に
�
�
さ
れ
る
�
貢
T
に
合
わ
せ
て
︑
特

を
�
�
し
て
ベ
ッ
テ
ル
ハ

イ
ム
�
去
を
�
願
す
る
べ
き
か
︑
あ
る
い
は
�
貢

�
が
�
務
す
れ
ば
良
い
か
︑
王
府
高
官
と
對
淸
關
係
の
實
務
を
擔
う
久
米
村
の
官
人
た
ち

に
︑
そ
れ
ぞ
れ
議
論
を
命
じ
た
︒
0
員
が
特

�
�
に
贊
同
し
た
︒
そ
の
議
論
の
大
筋
は
︑
こ
れ
ま
で
の
�
願
結
果
が
芳
し
く
な
い
こ
と
か
ら
︑

淸
�
の
事
態
打
開
能
力
に
不
安
は
あ
る
が
︑
パ
ー
マ
ス
ト
ン
書
鯵
を
'
け
て
是
非
と
も
淸
�
へ
�
願
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(55

)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
�
留
の
長
�
�
と
そ
れ
を
口
實
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
干
涉
增
大
を
理
由
と
し
て
特

の
再
�
�
が
準
備

さ
れ
て
い
る
際
に
︑
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
事
件
が
發
生
し
︑
馬
克
承
ら
は
二
つ
の
任
務
を
�
っ
て
福
州
へ
渡
航
し
た
︒

二

特

の
福
州
に
お
け
る
活
動

馬
克
承
ら
の
福
州
に
お
け
る
�
願
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
歸
國
後
王
府
へ
提
出
さ
れ
た
報
吿
書

(歸
帆
改
日
記
)
が
現
存
す
る(56

)
︒
旣
に

西
里
が
0
面
�
な
紹
介
︑
分
析
を
行
っ
て
い
る
が(57

)
︑
本
稿
の
問
題
關
心
に
沿
っ
て
再
度
檢
討
を
加
え
た
い
︒

一
行
の
福
州
瑛
球
館
到
着
は
一
八
五
二
年
一
二
e
六
日
で
あ
る
︒
到
着
後
︑
一
八
四
六
年
よ
り
�
願
活
動
を
手
傳
い
續
け
て
き
て
︑
今
囘
も

瑛
球
側
が
�
待
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
河
口
�
事
の
i
澄
瀾
が
︑
u
年
に
死
去
し
た
こ
と
を
知
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
今
囘
の
�
願
は
別
の
河
口

�
事
馮
開
和
と
そ
の
息
子
馮
上
林
に
賴
む
こ
と
と
な
っ
た(58

)
︒

u
営
の
�
り
︑
こ
の
度
の
特

は
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
�
去
と
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
事
件
處
理
の
二
件
に
つ
い
て
�
願
活
動
を
行
う
こ
と
と

な
り
︑
咨
�
も
そ
れ
ぞ
れ
一
�
ず
つ
持
參
し
た
︒
報
吿
書
に
お
い
て
︑
u
者
は
﹁
衣
國
一
件
﹂︑
後
者
は
﹁
漂
着
Q
人
B
屆
方
一
件
﹂
と
呼
ば

― 77 ―

657



れ
區
別
さ
れ
る
︒
一
二
e
九
日
に
は
兩
咨
�
が
布
政
司
へ
同
時
に
提
出
さ
れ
た
︒

1

衣
國
一
件

瑛
球
側
が
特
に
力
を
入
れ
た
の
は
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
�
去
の
方
で
あ
り
︑
そ
の
活
動
の
樣
相
は
ほ
ぼ
一
八
四
六
年
の
先
例
を
繰
り
,
し
た
も

の
で
あ
る
︒

到
着
し
た

�
ら
は
河
口
�
事
を
呼
び
出
し
︑
咨
�
・
稟
�
の
下
書
き
を
點
檢
さ
せ
た
後
︑
特
に
稟
�
に
つ
い
て
添
v
を
賴
め
る
人
物
の
紹

介
を
求
め
た
︒
河
口
�
事
の
馮
は
︑
元
布
政
司
師
�
で
︑
現
布
政
司
師
�
の
親
類
で
も
あ
る
李
梅
滋
と
い
う
擧
人
を
推
擧
し
た
︒
依
賴
を
'
け

て
︑
李
は
現
布
政
司
師
�
の
鍾
中
山
と
も
相
談
し
な
が
ら
︑
瑛
球
側
が
滿
足
の
い
く
稟
�
を
仕
立
て
上
げ
た(59

)
︒

瑛
球
の
咨
�
・
稟
�
を
'
け
取
っ
た
福
円
布
政

慶
瑞
は
︑
す
ぐ
に
總
督
・
<
撫
へ
差
し
上
げ
︑
皇
6
へ
上
奏
す
る
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と

を
�
け
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
廣
東
當
局
へ
照
會
の
咨
�
も
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

瑛
球
側
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
上
奏
�
・
照
會
の
咨
�
作
成
の
段
階
こ
そ
が
�
も
肝
?
で
あ
り
︑
福
州
の
總
督
衙
門
か
ら
海
防
同
知
衙
門
ま
で
︑

3
?
地
方
衙
門
の
﹁
掌
案
・
師
�
・
相
公
﹂
ら
へ
の
働
き
か
け
が
早
f
開
始
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
掌
案
ら
は
︑
今
や
淸
�
の
官
人
も
イ
ギ
リ
ス

の
威
勢
を
恐
れ
︑
英
人
が
福
州
城
內
に
さ
え
X
居
を
W
え
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑
瑛
球
の
�
願
の
難
し
さ
を
殊
7
に
强
4
し
て

き
た
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
付
け
屆
の
增
額
を
?
求
し
た
の
で
あ
る
︒

瑛
球
側
は
國
の
困
窮
を
訴
え
︑
付
け
屆
の
增
額
は
不
可
能
だ
と
嘆
願
し
た
が
︑
は
じ
め
掌
案
ら
は
﹁
西
洋
人
�
去
の
件
で
特

を
も
っ
て
�

願
を
行
う
の
は
今
囘
で
二
度
目
で
あ
り
︑
當
然
�
銀
も
そ
れ
だ
け
準
備
し
て
持
っ
て
き
て
い
る
は
ず
だ(60

)
﹂
と
�
得
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
�
�

�
に
は
︑﹁
去
午
年
掛
號
銀
之
例
﹂︑
す
な
わ
ち
一
八
四
六
年
と
同
じ
金
額
で
︑
瑛
球
の
た
め
に
工
作
す
る
こ
と
を
引
き
'
け
た
︒

各
衙
門
の
掌
案
ら
の
協
力
を
取
り
附
け
た
瑛
球
側
は
︑
續
い
て
作
成
さ
れ
る
上
奏
�
・
咨
�
の
具
體
�
な
內
容
を
確
2
す
る
べ
く
︑
そ
の
A

草
を
擔
當
す
る
<
撫
の
師
�
陳
培
生
へ
の
働
き
か
け
に
入
る
︒
そ
の
=
>
は
︑
一
八
四
六
年
時
と
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
り
︑
河
口
�
事
馮
を
�
し
た
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陳
と
の
*
涉
に
よ
り
︑
先
年
と
同
額
の
付
け
屆
で
瑛
球
側
は
草
稿
を
入
手
で
き
︑
そ
の
內
容
も
問
題
な
く
︑
ひ
と
ま
ず
安
心
し
た
の
で
あ
る(61

)
︒

2

漂
着
Q
人
B
屆
方
一
件

同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
︑
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
の
苦
力
B
C
を
め
ぐ
る
�
願
活
動
の
詳
細
は
先
行
硏
究
に
讓
る
が
︑
一
點
だ
け
本
稿
に
關

わ
る
重
?
な
點
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
河
口
�
事
に
よ
る
咨
�
・
稟
�
の
點
檢
︑
各
衙
門
掌
案
ら
へ
の
働
き
か
け
は
﹁
衣
國
一
件
﹂
と
同
樣

で
あ
る
が
︑
當
然
の
ご
と
く
付
け
屆
の
增
額
を
?
求
し
て
く
る
掌
案
ら
に
對
し
て
︑
瑛
球

�
は
今
囘
の
件
は
﹁
例
式
御
用
向
相
心
得
﹂︑
す

な
わ
ち
慣
例
・
先
例
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
︑
餘
分
な
�
銀
は
準
備
し
て
い
な
い
と
答
え
て
お
り
︑
實
際
の
荏
出
も
銀
二
貫
と
い
う
少
額
で
濟

ん
で
い
る
の
で
あ
る(62

)
︒
こ
こ
で
の
慣
例
・
先
例
と
は
︑
瑛
淸
閒
の
漂
着
民
B
C
を
め
ぐ
る
慣
行
を
指
す
︒
本
件
の
題
名
が
﹁
漂
着
Q
人
B
屆
一

件
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
事
件
は
確
か
に
未
曾
M
の
大
事
で
は
あ
っ
た
が
︑
�
常
の
漂
着
民
B

C
に
擬
し
て
處
理
す
る
こ
と
で
︑
付
け
屆
額
を
抑
え
得
る
よ
う
な
案
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

3

福
州
で
荏
拂
わ
れ
た
�
銀

馬
克
承
ら
が
王
府
へ
提
出
し
た
報
吿
書
中
に
は
︑﹁
衣
國
一
件
﹂
と
﹁
漂
着
Q
人
B
屆
一
件
﹂
そ
れ
ぞ
れ
に
か
か
っ
た
�
銀
額
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
u
者
に
つ
い
て
は
︑
諸
衙
門
の
役
人
へ
の
掛
號
銀
が
﹁
總
督
掌
案

一
人

銀
二
貫
八
百
目
／
<
撫
掌
案

一
人

銀
八
貫
目
／
<
撫

師
�

一
人

銀
五
貫
目
／
<
撫
相
公

一
人

銀
一
貫
目
／
布
政
司
掌
案

二
人

銀
九
貫
目
／
同
筆
者

二
人

五
百
目
／
長
班
役

一

人

百
目
﹂
と
リ
ス
ト
�
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
咨
�
・
稟
�
の
點
檢
を
擔
當
し
た
李
梅
滋
へ
の
禮
銀
︑
河
口
�
事
ら
へ
の
苦
勞
銀
︑
そ
し
て

上
奏
�
の
草
稿
を
入
手
す
る
た
め
に
�
加
で
荏
拂
っ
た
金
額
等
を
合
わ
せ
る
と
︑
經
費
總
額
は
﹁
五
七
貫
九
百
三
十
五
匁
四
分
四
り
八
毛
一
シ

三
忽
﹂
で
あ
っ
た(63

)
︒

一
方
で
﹁
漂
着
Q
人
B
屆
一
件
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
リ
ス
ト
が
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒﹁
總
督
掌
案

一
人

銀
百
目
／
<
撫
掌
案

一
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人

銀
四
百
目
／
<
撫
師
�

一
人

銀
三
百
目
／
<
撫
相
公

一
人

銀
五
十
目
／
布
政
司
掌
案

二
人

銀
六
百
目
／
布
政
司
師
�

一

人

銀
二
百
目
／
布
政
司
相
公

一
人

銀
五
十
目
／
海
防
官
掌
案

一
人

銀
百
五
十
目
／
海
防
官
師
�

一
人

銀
百
目

(以
下
缺
)
﹂︒

內
譯
は
不
完
0
で
あ
る
が
︑
經
費
總
額
は
u
揭
E
料
中
に
﹁
漸
持
渡
之
銀
高
貳
貫
目
ニ
て
肝
�
方
�
合
さ
せ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
二
貫
で
あ
っ
た
︒

な
お
︑
兩
件
の
荏
出
を
合
わ
せ
れ
ば
五
九
貫
あ
ま
り
と
な
る
が
︑
馬
克
承
ら
特

が
持
參
し
た
�
銀
總
額
は
一
八
四
六
年
と
同
じ
く
六
〇
貫
で

あ
っ
た(64

)
︒

兩
件
に
つ
い
て
共
�
す
る
の
は
︑
皇
6
へ
の
上
奏
�
︑
廣
東
へ
の
照
會
の
咨
�
作
成
の
A
點
で
あ
っ
た
<
撫
衙
門
の
諸
役
人
に
對
す
る
金
額

が
�
も
大
き
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
差
は
巨
大
で
あ
る
︒
瑛
球
に
と
っ
て
︑
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
號
事
件
と
い
う
未
曾
M
の
事
態
が
︑
少
な

く
と
も
福
州
の
*
涉
現
場
に
お
い
て
は
ま
だ
傳
瓜
�
瑛
淸
關
係
の
う
ち
に
處
理
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
�
留
西
洋
人
�
去
の
�

願
は
先
例
の
無
い
事
態
で
あ
っ
て
︑
�
銀
の
大
部
分
が
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

三

�
貢

�
の
北
京
に
お
け
る
活
動

以
上
の
よ
う
に
︑
一
八
五
二
年
の
福
州
に
お
け
る
�
願
�
動
は
一
八
四
六
年
の
先
例
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
先
例
と
同
樣

に
北
京
に
お
い
て
�
貢

�
が
試
み
た
禮
部
へ
の
�
願
は
︑
不
4
に
�
わ
る
︒

上
京
し
た
�
貢

�
は
︑
王
府
の
指
示
に
沿
っ
て
︑
禮
部
尙
書
へ
の
稟
�
提
出
︑
面
會
︑
�
願
を
劃
策
し
た
︒
同
G
し
た
河
口
�
事
も
︑

﹁
さ
る
午
年
の
�
貢

�
を
連
れ
て
上
京
し
︑
そ
の
時
の
先
例
と
手
續
き
を
よ
く
知
っ
て
い
る
﹂
者
が
¤
ば
れ
た
︒
7
に
︑﹁
禮
部
御
方
取
%
之

者
共
﹂
へ
は
︑
一
八
四
六
年
の
先
例
に
沿
っ
た
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
禮
銀
荏
出
が
用
�
さ
れ
た(65

)
︒

と
こ
ろ
が
︑
當
の
河
口
�
事
自
身
が
︑
今
囘
の
�
貢

�
に
よ
る
�
願
に
反
對
し
た
︒
そ
の
理
由
は
︑﹁
當
時
は
廣
西
の
兵
亂
﹇
太
-
天
國
﹈

が
ま
だ
鎭
ま
ら
ず
か
え
っ
て
盛
ん
と
な
っ
て
お
り
︑
皇
6
樣
は
至
極
忙
し
い
時(66

)
﹂
だ
か
ら
で
あ
っ
た
︒
瑛
球

�
は
河
口
�
事
の
助
言
に
�
得

せ
ず
︑
ど
う
に
か
稟
�
の
提
出
︑
禮
部
尙
書
と
の
面
會
を
果
た
そ
う
と
︑
禮
部
書
辦
お
よ
び
會
同
四
譯
館
の
館
卿
へ
も
相
談
し
︑
多
額
の
禮
銀
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荏
拂
い
を
]
束
し
た
が
︑
い
ず
れ
も
河
口
�
事
同
樣
反
對
さ
れ
︑
結
局
北
京
で
の
�
願
は
果
た
せ
な
か
っ
た
︒

四

淸
�
の
對
應
と
�
願
活
動
の
�
わ
り

一
八
五
二
年
の
特

は
ほ
ぼ
一
八
四
六
年
の
先
例
に
沿
っ
た
活
動
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
瑛
球
が
得
ら
れ
た
成
果
は
大
き
く
衣
な
る
︒

瑛
球
の
�
願
を
'
け
て
咸
豐
6
は
兩
廣
總
督
へ
對
應
を
命
じ
︑
福
州
か
ら
も
問
い
合
わ
せ
の
咨
�
が
廣
東
へ
B
ら
れ
た
が
︑
廣
東
か
ら
の
,
答

が
遲
々
と
し
て
來
な
い
︒
歸
國
の
時
�
が
�
附
き
焦
る
馬
克
承
ら
は
︑
度
々
催
促
の
稟
�
を
福
円
布
政
司
へ
提
出
す
る
一
方
︑
廣
東
か
ら
の
,

答
が
來
る
ま
で
滯
在
の
¥
�
を
願
い
出
た
が
︑
布
政
司
よ
り
拒
絕
さ
れ
て
し
ま
う
︒
瑛
球
側
は
重
ね
て
布
政
司
掌
案
ら
に
相
談
す
る
も
︑
掌
案

ら
か
ら
は
︑
太
-
天
國
の
亂
が
中
國
0
土
に
擴
が
っ
て
お
り
︑
福
州
も
攻
擊
を
'
け
る
か
も
し
れ
ず
﹁
諸
官
人
晝
夜
寢
食
も
不
安
心
中
¦
亂
﹂

の
狀
態
で
あ
る
︑
そ
ん
な
中
强
い
て
滯
在
を
¥
ば
せ
ば
︑
か
え
っ
て
瑛
球
の
�
願
に
惡
影
9
を
も
た
ら
す
と
勸
吿
さ
れ
︑
馬
克
承
ら
は
つ
い
に

滿
足
な
,
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
歸
國
し
た(67

)
︒

周
知
の
�
り
︑
一
八
四
九
年
に
七
年
に
わ
た
っ
て
爭
わ
れ
て
き
た
廣
州
入
城
問
題
が
英
側
の
讓
步
で
決
着
し
︑
そ
の
後
咸
豐
6
の
怨
政
權
で

は
和
-
�
が
失
脚
し
對
外
强
硬
�
が
3
液
を
占
め
る
な
ど
︑
一
八
五
二
年
時
點
の
淸
英
關
係
は
極
め
て
緊
©
し
た
S
勢
に
あ
っ
た(68

)
︒
さ
ら
に
同

時
�
の
淸
�
國
內
で
は
︑
太
-
天
國
軍
が
�
f
に
そ
の
勢
力
を
擴
大
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
瑛
球
に
滯
在
す
る
一
英
人
の
去

來
を
め
ぐ
っ
て
︑
淸
�
が
イ
ギ
リ
ス
と
眞
劍
な
*
涉
を
行
い
得
た
と
は
考
え
難
い
︒

淸
�
が
瑛
球
の
�
願
に
應
え
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
中
で
︑
�
願
�
動
自
體
も
下
火
に
な
っ
て
い
く
︒
さ
ら
に
同
年
五
e
二
六
日
︑

米
ペ
リ
ー
艦
\
が
瑛
球
に
初
來
航
し
︑
以
後
日
米
和
親
條
]
閲
結
を
果
た
す
ま
で
の
一
年
閒
︑
艦
\
は
�
霸
を
據
點
と
し
て
活
動
を
展
開
し
︑

瑛
球
と
も
瑛
米
修
好
條
]
を
强
引
に
閲
結
し
た
︒
ペ
リ
ー
艦
\
が
去
っ
た
�
一
八
五
五
年
に
は
︑
佛
ゲ
ラ
ン
艦
\
が
來
航
し
︑
瑛
佛
修
好
條
]

が
結
ば
れ
る
︒
こ
の
閒
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
�
に
ペ
リ
ー
艦
\
に
G
っ
て
瑛
球
を
離
れ
︑
そ
の
後
任
の
モ
ー
ト
ン
も
一
八
五
五
年
一
〇
e
に

瑛
球
を
去
っ
た
︒
し
か
し
一
八
五
五
年
二
e
に
は
佛
宣
敎
師
が
再
來
瑛
し
︑
以
後
一
八
六
〇
年
代
ま
で
續
く
�
留
を
開
始
す
る
︒
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米
佛
兩
國
艦
\
へ
の
對
應
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
瑛
球
は
︑
一
八
五
六
年
に
兩
國
と
の
條
]
閲
結
︑
佛
宣
敎
師
の
�
留
を
淸
�
へ
報
吿
す
る
た

め
︑
三
度
目
の
特

�
�
を
計
劃
し
た
が
︑
直
u
に
な
っ
て
中
止
さ
れ
た
︒
こ
の
時
︑
特

附
き
の
大
�
事
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
︑
久
米
村
の

陳
元
輔
の
家
�
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

咸
豐
六
年
丙
辰
六
e
初
八
日
︒
フ
ラ
ン
ス
が

�
を
�
�
し
て
强
引
に
條
]
を
結
び
︑
な
ら
び
に
家
屋
を
円
て
て
長
く
�
留
し
て
い
る
狀

況
を
報
吿
し
︑
4
査
の
上
撤
囘
の
處
置
を
お
願
い
す
る
事
の
た
め
に
︑
王
命
を
奉
じ
︑
特

の
大
�
事
に
任
じ
ら
れ
て
︑
ち
ょ
う
ど
福
円

へ
向
お
う
と
し
た
時
︑
¨
&
藩
3
の
命
に
よ
り
︑
三
司
官
が
王
命
を
�
う
て
︑

�
�
�
を
中
止
し
た(69

)
︒

特

の
�
�
は
︑
¨
&
藩
3
島
津
齊
彬
の
命
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
一
八
五
一
年
に
藩
3
を
襲
封
し
た
齊
彬
は
︑
一
八
五
五
年

頃
よ
り
本
格
�
に
瑛
球
を
介
し
た
¨
&
の
貿
易
振
興
策
を
推
�
し
は
じ
め
る(70

)
︒

�
�
�
中
止
の
�
一
八
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
は
︑

齊
彬
の
諸
政
策
が
瑛
球
に
お
い
て
强
力
に
推
�
さ
れ
た
時
�
で
あ
る
︒
齊
彬
は
瑛
球
側
の
反
對
を
押
さ
え
つ
け
て
︑
在
瑛
佛
宣
敎
師
を
�
し
て

フ
ラ
ン
ス
か
ら
軍
艦
«
入
*
涉
を
�
め
て
い
た
ほ
か
︑
オ
ラ
ン
ダ
と
瑛
球
閒
の
條
]
閲
結
を
實
現
さ
せ
︑
そ
の
上
で
¨
&
藩
領
の
奄
美
大
島
に

お
い
て
¨
蘭
貿
易
を
行
う
W
想
を

い
て
い
た
︒
こ
れ
ら
諸
政
策
の
實
行
に
先
立
ち
︑
瑛
球
に
ア
メ
リ
カ
︑
フ
ラ
ン
ス
と
の
閒
に
結
ば
れ
た
條

]
の
條
項
を
基
本
�
に
�
守
す
る
よ
う
�
`
し
て
い
る(71

)
︒
�
願
�
動
の
中
止
は
︑
在
瑛
西
洋
人
の
處
�
を
改
善
す
る
こ
と
で
︑
圓
滑
な
政
策
�

行
を
目
指
し
た
齊
彬
に
よ
る
一
聯
の
施
策
の
一
#
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
四
違

河
口
�
事
と
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

乾
隆
年
閒
の
瑛
球
人
漂
着
民
處
置
を
め
ぐ
る
瑛
淸
閒
の
*
涉
を
®
っ
た
田
名
眞
之
は
︑
そ
の
=
>
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
︒

瑛
球
に
關
す
る
大
小
の
突
發
�
事
件
︑
懸
案
事
項
等
の
解
決
に
あ
た
っ
て
︑
瑛
球
側
は
福
州
瑛
球
館
︑
あ
る
い
は
北
京
で
も
︑
ま
ず
常
に

行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
土
�
事

(阿
口
�
事
)
ら
と
相
談
し
︑
そ
し
て
海
防
・
布
政
司
等
の
掌
案
︑
ま
た
師
�
・
相
公
ら
と
相
談
・
*

涉
し
︑
そ
こ
で
海
防
・
布
政
司
等
の
衙
門
へ
�
・
稟
︑
ま
た
咨
�
を
B
り
︑
總
督
・
撫
院
へ
の
上
奏
を
願
っ
た
︑
と
な
ろ
う
︒
そ
の
際
︑
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總
督
・
<
撫
の
掌
案
︑
師
�
ら
へ
も
掛
號
銀
等
に
よ
る
根
囘
し
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う(72

)
︒

田
名
の
ま
と
め
は
�
願
�
動
の
=
>
に
も
基
本
�
に
當
て
は
ま
る
︒
一
方
で
︑
本
稿
の
檢
討
か
ら
こ
れ
を
さ
ら
に
補
え
ば
︑
福
州
諸
衙
門
の

掌
案
・
師
�
・
相
公
ら
や
︑
北
京
の
�
廷
內
に
お
け
る
福
州
人
官
人
の
存
在
は
︑
中
國
0
土
に
擴
が
る
福
州
人
の
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク(73

)
の
一
#

に
位
置
附
け
ら
れ
︑
瑛
球
側
か
ら
見
た
際
︑
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
參
入
口
が
河
口
�
事
で
あ
っ
た
︑
と
言
え
よ
う
︒
以
下
︑
各
?
素
に
つ

い
て
檢
討
す
る
︒

一

掌
案
・
師
�
・
相
公

先
営
の
�
り
︑
E
料
中
に
頻
出
す
る
﹁
掌
案
・
師
�
・
相
公
﹂
と
呼
ば
れ
る
人
物
た
ち
は
︑
い
わ
ゆ
る
胥
�
・
幕
友
ら
に
對
應
す
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
だ
が
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
考
察
の
對
象
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
︒
一
方
︑
淸
代
の
胥
�
・
幕
友
に
關
す
る
硏
究
は
膨
大
な
も
の

が
あ
る
が(74

)
︑
管
見
の
限
り
︑
瑛
球
側
E
料
に
頻
出
す
る
こ
れ
ら
﹁
掌
案
﹂
や
﹁
相
公
﹂
が
何
を
指
す
の
か
︑
端
�
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
無

い
︒

1

掌
案

ま
ず
︑﹁
掌
案
﹂
に
つ
い
て
︒
本
稿
で
®
っ
た
�
願
�
動
に
限
ら
ず
︑
瑛
球

�
が
福
州
で
行
っ
た
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
︑
河
口
�
事

に
%
ぐ
重
?
な
存
在
が
﹁
布
政
司
掌
案
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
﹁
掌
案
﹂
が
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
︑
鯵
單
な
言
:
は

な
さ
れ
て
き
た
︒
西
里
喜
行
は
布
政
司
掌
案
に
つ
い
て
︑﹁
布
政
司
の
祕
書
官

(
�
書
係
)
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
﹂
と
営
べ(75

)
︑
深
澤
秋
人
は

﹁
胥
�
﹂
で
あ
る
と
す
る(76

)
︒
渡
邊
美
季
は
さ
ら
に
�
ん
で
︑
宮
崎
市
定
の
論
を
引
き
な
が
ら
︑﹁
掌
案
と
は
書
�
の
こ
と
で
あ
り
︑
書
�
と
は
地

方
官
廳
の
內
の
總
督
・
<
撫
・
學
政
の
場
合
の
胥
�
頭
の
事
で
あ
る
﹂
と
說
�
す
る(77

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
見
解
の
一
致
は

得
ら
れ
て
い
な
い
︒
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河
口
�
事
か
ら
﹁
掌
案
た
ち
へ
取
り
%
ぐ
と
︑
外
へ
漏
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
付
け
屆
等
ふ
っ
か
け
ら
れ
色
々
煩
わ
し
い
こ
と
に
な
る
﹂

と
い
う
助
言
を
'
け
て(78

)
︑
瑛
球
側
が
作
成
し
た
稟
�
で
は
﹁
胥
�
の
手
を
經
ず
に
處
置
さ
れ
ま
す
よ
う
に

(恩
免
發
經
胥
管
辦
)
﹂
と
�
記
さ
れ

た(79
)

︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
掌
案
｣=

｢胥
�
﹂
で
あ
る
こ
と
は
閒
°
い
な
い
︒
ま
た
︑
册
封

を
�
え
た
際
の
瑛
球
側
E
料
に
︑
隨
行
し
て
き
た
福
州

諸
衙
門
の
役
人
と
し
て
﹁
掌
案
書
�
某
﹂
の
表
記
が
頻
出
す
る
こ
と
も
︑
こ
れ
を
裏
附
け
る(80

)
︒
だ
が
︑
衙
門
の
缺
を
M
す
る
い
わ
ゆ
る
正
規
の

﹁
胥
�
頭
﹂
で
あ
っ
た
か
は
不
確
か
で
あ
る
︒
管
見
の
限
り
淸
代
の
E
料
中
に
現
れ
る
掌
案
の
語
は
ほ
ぼ
非
正
規
の
胥
�
を
指
す
場
合
に
用
い

ら
れ(81

)
︑
さ
ら
に
�
代
も
同
樣
で
あ
っ
た
ら
し
い(82

)
︒
そ
も
そ
も
�
年
の
硏
究
か
ら
は
︑
<
撫
や
布
政
司
衙
門
の
﹁
胥
�
頭
﹂
が
︑
自
ら
の
缺
を
ま

る
で
不
動
產
の
よ
う
に
分
割
・
貸
與
・
賣
却
し
て
い
た
實
態
が
�
ら
か
に
な
り(83

)
︑
福
州
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
る
な
ら
︑
正
規
・
非
正
規
の
別

に
あ
ま
り
�
味
は
な
い
だ
ろ
う
︒

重
?
な
點
は
︑
瑛
球
側
が
布
政
司
を
中
心
に
福
州
諸
衙
門
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
︑
現
職
の
胥
�
若
干
名
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
ち
︑
付
け
屆
を

�
し
て
そ
の
助
力
・
助
言
が
�
待
で
き
る
關
係
を
W
築
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
︑
河
口
�
事
に
%
ぐ
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
し
て
布

政
司
掌
案
の
�
見
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
︑
王
府
か
ら
�
�
に
あ
た
っ
て

�
へ
下
さ
れ
た
指
示
に
お
い
て
常
々
﹁
河
口
�
事
と
布
政
司
掌
案

に
し
っ
か
り
相
談
せ
よ
﹂
と
念
押
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
︒
�
願
�
動
に
G
う
瑛
球
側
の
樣
々
な
相
談
に
あ
た
っ
て
も
︑
布
政
司

掌
案
ら
は
基
本
�
に
河
口
�
事
に
同
4
し
︑
親
身
に
對
應
し
て
い
た
樣
子
が
見
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
瑛
球
に
と
っ
て
河
口
�
事
ほ
ど
の
緊
密
さ
︑
0
幅
の
信
賴
感
は
な
く
︑
掌
案
ら
は
あ
く
ま
で
﹁
他
者
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が

わ
れ
る
︒
一
八
四
四
年
の
報
吿
に
際
し
︑
河
口
�
事
ら
が
﹁
掌
案
た
ち
へ
取
り
%
ぐ
と
︑
外
へ
漏
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
付
け
屆
等
ふ
っ
か

け
ら
れ
色
々
煩
わ
し
い
こ
と
に
な
る
﹂
と
営
べ
て
い
る
の
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
︒
掌
案
ら
が
よ
り
高
額
な
付
け
屆
を
得
よ
う
と
︑
し
ば
し
ば
瑛

球
側
の
危
機
感
を
^
る
よ
う
な
言
說
を
営
べ
て
い
た
の
も
u
営
の
�
り
で
あ
る
︒
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2

師
�

%
に
︑﹁
師
�
﹂
が
官
員
の
幕
友
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
淸
代
の
幕
友
は
︑
官
員
が
私
�
に
²
用
す
る
政
治
�
�
問
と
し
て
︑
租
稅

(錢
穀
師
�
)
と
裁
_

(
𠛬
名
師
�
)
の
處
理
を
�
も
重
?
な
職
掌
と
し
︑
加
え
て
胥
�
の
監
督
や
︑
官
員
が
發
す
る
�
書
の
原
案
A
草
も
そ
の

仕
事
で
あ
っ
た
︒
�
願
�
動
に
お
い
て
は
︑
瑛
球
側
が
提
出
す
る
�
願
�
書
の
點
檢
を
︑
布
政

の
元
・
現
師
�
が
擔
當
し
た
ほ
か
︑
皇
6
へ

の
上
奏
�
を
A
草
す
る
<
撫
師
�
は
�
重
?
人
物
と
し
て
︑
多
大
な
付
け
屆
を
G
う
働
き
か
け
の
對
象
と
な
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
元
布
政

師
�
張
$
亨
は
︑
こ
れ
以
u
に
も
瑛
球
側
E
料
に
登
場
す
る
︒
一
八
四
二
年
度
接
貢
T
の
歸
帆
改
日
記
中
に
は
︑
福

州
滯
在
を
�
え
て
歸
國
し
た
勤
學
人

(私
費
留
學
生
)
の
報
吿
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
勤
學
人
た
ち
は
︑
福
州
に
お
い
て
師
事
し
た
人
物
の
名
u

を
王
府
へ
報
吿
し
て
い
る
が
︑
こ
の
う
ち
﹁
先
生
﹂
の
一
人
が
張
$
﹁
享
﹂
で
あ
っ
た(84

)
︒
兩
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
閒
°
い
な
い
だ
ろ

う
︒
張
の
例
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
︑
福
州
諸
衙
門
の
幕
友
の
一
部
は
︑
勤
學
人
の
師
匠
を
勤
め
る
な
ど
-
時
よ
り
瑛
球
と
の
繫
が
り
を
持
っ

て
い
た
事
實
で
あ
る
︒

3

相
公
・
內
相
公

�
後
に
﹁
相
公
﹂
と
﹁
內
相
公
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
そ
の
實
態
は
不
�
瞭
で
あ
る
︒
岸
本
美
緖
に
よ
れ
ば
︑
淸
代
に
お
い
て
﹁
相
公
﹂

の
語
は
生
員
等
未
任
官
の
知
識
人
一
般
に
廣
く

わ
れ
た
敬
稱
で
あ
る
と
い
う(85

)
︒
西
里
喜
行
は
﹁
相
談
役
﹂
と
し
て
い
る(86

)
︒
瑛
球
側
が
�
段
よ

り
關
係
を
M
し
て
い
な
い
胥
�
を
相
公
と
敬
稱
し
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
︑
斷
定
は
困
難
で
あ
る
︒

一
方
の
內
相
公
は
︑
一
八
四
六
年
の
�
願
�
動
に
お
い
て
︑
<
撫
師
�
の
貫
得
中
は
幕
友
の
自
身
よ
り
﹁
7
に
<
撫
に
�
い
﹂
內
相
公
へ
の

働
き
か
け
が
必
?
だ
と
言
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
胥
�
で
は
な
く
︑
官
員
の
私
�
な

用
人
で
あ
る
家
人
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
い
か(87

)
︒

內
相
公
が
登
場
す
る
事
例
を
も
う
一
つ
あ
げ
よ
う
︒
一
八
〇
九

(嘉
慶
一
四
)
年
︑
瑛
球
の
接
貢
T
が
座
礁
︑
破
T
し
た
た
め
︑
瑛
球
側
は

布
政
司
お
よ
び
海
防
同
知
に
對
し
︑
商
T
一
q
の
貸
與
を
求
め
た
︒
海
防
同
知
は
こ
れ
に
對
し
︑
貸
與
す
る
T
に
は
﹁
Q
人
四
五
十
人
﹂
を
載
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せ
︑
瑛
球
に
お
い
て
商
賣
を
行
わ
せ
る
と
言
う
︒
先
例
に
合
わ
な
い
と
瑛
球
側
が
抗
議
す
る
と
︑
海
防
同
知
は
﹁
內
相
公
﹂
を
�
し
て
︑
本
件

は
﹁
皇
6
樣
御
�
﹂
で
あ
り
拒
絕
は
許
さ
れ
な
い
と
�
吿
し
て
き
た
︒
そ
こ
で
瑛
球
側
も
︑
直
に
<
撫
・
布
政
司
へ
談
_
す
る
と
﹁
內
相
公
﹂

を
�
し
て
海
防
同
知
へ
,
答
し
た
と
こ
ろ
︑
一
轉
し
て
取
り
止
め
に
な
っ
た(88

)
︒
こ
の
件
は
�
ら
か
に
︑
瑛
球
側
の
災
難
に
つ
け
n
ん
だ
海
防
同

知
に
よ
る
私
�
な
營
利
の
試
み
で
あ
っ
て
︑
<
撫
や
布
政
司
に
知
ら
れ
て
は
不
都
合
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
仲
介
役
と
し
て
出

て
く
る
﹁
內
相
公
﹂
も
︑
海
防
同
知
の
私
�
な
從
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
瑛
球
側
が
付
け
屆
を
行
う
際
︑
<
撫
師
�
や
布
政
司
掌
案
に
特
に
多
額
の
銀
が
B
ら
れ
た
の
は
當
然
と
し
て
︑
<
撫
衙
門
や
海
防
衙

門
の
掌
案
ら
へ
も
一
定
額
の
付
け
屆
が
B
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
瑛
球
側
が
�
願
の
'
け
取
ら
れ
方
を
探
る
際
︑﹁
總
督
・
<
撫
・
布
政
司
・

海
防
の
掌
案
・
師
�
・
相
公
﹂
と
い
う
よ
う
に
福
州
の
3
?
衙
門
す
べ
て
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
︒
宮
崎
市
定
は
︑
淸
代
に
お
い
て
上
下

·
衙
門
の
胥
�
・
幕
友
が
互
い
に
�
じ
あ
い
︑
官
員
を
經
ず
し
て
萬
事
が
決
め
ら
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が(89

)
︑
瑛
球
側
も

そ
の
S
實
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
こ
そ
︑
直
接
�
な
關
わ
り
が
見
え
な
い
總
督
衙
門
も
含
め
3
?
衙
門
の
胥
�
・
幕
友
0
體
へ
の
働
き
か
け
を
怠

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
瑛
球

�
の
福
州
に
お
け
る
活
動
に
お
い
て
︑
福
円
布
政
司
を
中
心
と
し
た
各
衙
門
の
下
·
役
人

(胥
�
・
幕
友
・
家
人
)
と

の
繫
が
り
が
極
め
て
重
?
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
淸
�
側
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
衙
門
の
胥
�
・
幕
友
ら
は
︑
瑛
球
側
か
ら
多
大
な
付
け
屆
が

�
待
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る(90

)
︒
幕
友
張
$
亨
が
か
ね
て
よ
り
瑛
球
と
繫
が
り
を
M
し
て
い
た
こ
と
︑
各
衙
門
の
膨
大
な
數
の
胥
�
の

う
ち
︑
瑛
球
側
が
付
け
屆
を
贈
っ
た
の
は
一
︑
二
人
に
=
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
た
時
︑
福
州
官
界
の
中
に
い
わ
ば
﹁
瑛
球
幫
﹂
と
で
も
呼

べ
る
よ
う
な
︑
瑛
球
と
の
繫
が
り
が
特
に
强
い
一
群
の
役
人
ら
の
存
在
が
¹
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
現
時
點
で
そ
の
內
實
ま
で
は
踏
み
n
み
難

く
︑
こ
こ
で
は
閒
°
い
な
く
河
口
�
事
の
仲
介
が
重
?
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
︒
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二

河
口
�
事
︱
︱
｢�
問
・
代
理
人
・
仲
介
者
﹂
と
し
て

本
稿
の
敍
営
か
ら
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
�
願
�
動
の
3
體
は
瑛
球
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
實
際
の
活
動
を
擔
っ
た
眞
の
3
役
は
河
口
�
事
で

あ
っ
た
︒
特
に
︑
上
奏
�
の
草
稿
入
手
等
︑
祕
密
裏
に
行
わ
れ
た
工
作
に
あ
た
っ
て
瑛
球
人
は
登
場
せ
ず
︑
河
口
�
事
が
一
貫
し
て
そ
の
代
理

人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
︒
º
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
︑
瑛
球
側
は
河
口
�
事
に
?
D
を
傳
え
︑
銀
を
投
入
す
る
の
み
で
あ
り
︑
あ
と
は
河
口
�

事
の
働
き
%
第
で
あ
っ
て
︑
福
州
官
界
の
人
»
關
係
の
中
で
0
て
が
決
ま
っ
て
い
く
と
す
ら
言
え
る
︒

ア
ヘ
ン
戰
爭
後
の
瑛
淸
關
係
に
お
い
て
︑
河
口
�
事
が
從
來
の
職
務
を
超
え
て
果
た
し
て
い
た
重
?
な
役
割
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
西
里
が

﹁
政
治
�
�
問
﹂
と
い
う
語
で
槪
括
し
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
部
の
事
例
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る(91

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
稿
の
こ
れ
ま

で
の
檢
討
か
ら
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
河
口
�
事
の
役
割
は
瑛
球
側
の
諮
問
を
'
け
て
助
言
を
與
え
る
﹁
�
問
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
瑛
球
側
の
利

益
を
背
�
っ
て
實
際
に
*
涉
を
擔
當
す
る
﹁
代
理
人
﹂︑
必
?
な
人
材
を
紹
介
す
る
﹁
仲
介
者
﹂
と
い
っ
た
側
面
を
½
せ
持
っ
て
い
る
︒
以
下
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
︒

第
一
に
︑
瑛
球
側
の
諮
問
に
答
え
︑
助
言
を
與
え
る
役
割
で
あ
る
︒
西
里
の
言
う
﹁
政
治
�
�
問
﹂
に
相
當
す
る
︒
河
口
�
事
は
淸
�
の
慣

�
・
制
度
に
�
曉
し
︑
瑛
球
側
が
取
る
べ
き
行
動
を
_
斷
し
︑
助
言
し
た
︒
�
願
�
動
の
初
�
︑
瑛
球
側
が
は
じ
め
直
接
官
人
ら
へ
の
付
け
屆

を
提
案
し
た
の
に
對
し
︑
河
口
�
事
は
そ
の
不
可
を
說
い
て
︑
官
人
周
邊
の
下
·
役
人

(胥
�
・
幕
友
)
ら
へ
の
働
き
か
け
を
勸
め
た
︒
ま
た
︑

淸
�
の
國
內
S
勢
を
見
極
め
︑
�
願
�
動
自
體
の
一
時
中
斷
を
勸
吿
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

一
八
五
〇

(咸
豐
元
)
年
に
咸
豐
6
の
卽
位
に
際
し
て
�
�
さ
れ
た
�
貢
�
慶
賀

�
は
︑
袋
小
路
に
入
っ
て
い
た
事
態
の
打
開
を
は
か
る

た
め
︑
上
海
か
福
州
に
)
在
す
る
英
領
事
へ
銀
を
贈
る
こ
と
で
︑
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
�
去
を
實
現
す
る
案
を
河
口
�
事
ら
に
諮
っ
た
︒
河
口
�

事
の
,
答
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

去
年

(一
八
四
六
年
)
の
ご
�
願
の
際
︑﹇
淸
�
當
局
か
ら
﹈
福
州
の
英
官
ら
へ
﹇
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
﹈
引
き
取
り
を
命
じ
た
と
こ
ろ
︑
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右
の
英
官
ら
は
商
賣
に
つ
い
て
擔
當
す
る
だ
け
な
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
關
わ
れ
な
い
と
申
し
出
︑
承
諾
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ

こ
で
兩
廣
總
督
へ
皇
命
が
下
り
︑
廣
東
の
英
官
首
領
へ
引
き
取
り
に
つ
い
て
命
じ
た
%
第
で
す
︒
英
官
ら
へ
い
く
ら
か
の
銀
を
贈
っ
て
內

密
に
賴
ん
で
も
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
す
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
廣
東
の
英
官
首
領
へ
賴
む
方
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
が
︑
皇
命
さ
え
い
ま

だ
承
諾
し
な
い
の
に
︑
銀
を
B
っ
た
と
こ
ろ
で
﹇
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
を
﹈
引
き
拂
わ
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん(92

)
︒

瑛
球
側
は
仕
方
な
く
︑
こ
の
年
は
さ
ら
な
る
�
願
�
動
を
見
合
わ
せ
た
︒
河
口
�
事
は
こ
の
よ
う
に
現
實
�
な
2
識
を
持
っ
て
瑛
球
側
の
行

動
を
抑
止
し
て
い
た
︒

第
二
に
︑
瑛
球
側
の
代
理
人
と
し
て
當
局
と
直
接
*
涉
す
る
役
割
で
あ
る
︒
西
里
は
︑
河
口
�
事
見
�
い
に
對
し
瑛
球
側
が
年
俸
を
荏
給
し

て
い
る
こ
と
︑
河
口
�
事
任
命
に
際
し
て
は
瑛
球
側
の
保
證
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
�
ら
か
に
し
︑
瑛
球
側
と
河
口
�
事
の
關
係
の
緊

密
さ
を
旣
に
指
摘
し
て
い
る(93

)
︒
�
願
�
動
に
際
し
瑛
球
側
が
河
口
�
事
に
苦
勞
銀
を
荏
拂
っ
た
こ
と
な
ど
は
︑
兩
者
の
經
濟
�
な
結
び
つ
き
の

强
さ
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
︒

�
願
�
動
を
め
ぐ
る
瑛
球

�
と
の
や
り
取
り
の
中
で
︑
河
口
�
事
た
ち
は
﹁
先
祖
以
來
瑛
球
の
御
恩
を
蒙
っ
て
き
て
い
る
の
で
︑
英
人
�

留
の
件
に
つ
い
て
は
日
夜
心
�
し
て
お
り
︑
�
願
に
あ
た
っ
て
は
瑛
球
の
憂
苦
を
詳
し
く
官
人
た
ち
に
申
し
上
げ
て
い
る
﹂
と
自
ら
の
立
場
を

や
や
辯
�
氣
味
に
表
�
し
て
い
る(94

)
︒
淸
代
を
�
し
て
世
襲
�
に
繼
承
さ
れ
て
き
た
河
口
�
事
と
瑛
球
の
緊
密
な
關
係
性
が
︑
河
口
�
事
に
多
大

な
信
賴
を
置
か
せ
る
こ
と
に
な
り
︑
彼
ら
を
瑛
球
側
の
代
理
人
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
瑛
球
側
の
?
D
に
合
わ
せ
て
︑
必
?
な
人
材
の
紹
介
等
︑
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
參
入
口
を
提
供
す
る
仲
介
者
の
役
割
で
あ

る
︒
福
州
か
ら
北
京
に
至
る
ま
で
︑
ま
た
地
方
衙
門
の
下
·
役
人
か
ら
中
央
六
部
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
に
至
る
ま
で
︑
河
口
�
事
の
M
し
て
い
た

同
¿
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
廣
範
で
あ
り
︑
河
口
�
事
を
�
じ
て
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
參
入
で
き
た
こ
と
が
︑
瑛
球

�
の
活
動
に
大
き
な
利
點

を
も
た
ら
し
た
︒
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三

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
擴
が
り

福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
瑛
球

�
が
活
用
で
き
た
の
は
︑
福
州
府
內
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
u
営
の
�
り
︑
北
京
に
赴
い
た
瑛
球
の
�
貢


�
は
�
廷
內
の
福
州
人
と
聯
絡
を
取
り
︑
�
願
�
動
へ
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
︒
河
口
�
事
を
A
點
と
す
る
人
»
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
北
京
に
ま
で
到
`
し
て
い
た
事
實
は
︑
從
來
の
硏
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
︑
以
下
詳
し
く
檢
討
し
た
い
︒

ま
ず
︑
一
八
四
四
年
の
報
吿
に
あ
た
り
︑
�
廷
內
部
の
樣
子
を
瑛
球
側
に
漏
洩
し
て
く
れ
た
︑
兵
部
3
事
の
福
州
人
鄧
慶
恩
に
つ
い
て
︒
鄧

は
福
州
府
閩
縣
の
出
身
︑
一
八
二
九

($
光
九
)
年
の
�
士
で
︑
そ
の
後
甘
肅
-
涼
府
知
府
か
ら
蘭
州
府
知
府
︑
江
西
鹽
法
$
を
歷
任
し
た(95

)
︒

こ
の
鄧
は
︑
中
國
E
に
お
い
て
は
0
く
無
名
の
人
物
で
あ
る
が
︑
瑛
球
側
の
E
料
に
は
こ
れ
以
u
も
度
々
登
場
し
て
い
る
︒
一
八
三
四
年
に

渡
淸
し
た
あ
る
久
米
村
士
の
家
�
に
は
︑
國
王
の
命
を
'
け
て
�
封
の
咨
�
を
福
州
に
お
い
て
鄧
慶
恩
に
添
v
し
て
も
ら
っ
た
と
あ
る(96

)
︒﹃
淸

代
官
員
履
歷
檔
案
0
V
﹄
に
よ
れ
ば
︑
鄧
は
一
八
三
八
年
ま
で
﹁
囘
籍
養
親
﹂
し
て
お
り(97

)
︑
瑛
球
側
E
料
と
矛
盾
し
な
い
︒
さ
ら
に
︑
一
八
四

〇
年
︑
淸
�
が
突
如
瑛
球
に
對
し
て
そ
の
貢
�
を
二
年
一
貢
か
ら
四
年
一
貢
へ
變
7
す
る
よ
う
�
吿
し
︑
瑛
球
側
の
嘆
願
を
'
け
て
二
年
一
貢

に
復
す
︑
と
い
う
出
來
事

(
瑛
球
に
と
っ
て
は
一
大
事
)
が
あ
っ
た(98

)
︒
こ
の
時
も
瑛
球
は
特

を
�
�
し
︑
福
州
を
中
心
に
�
願
�
動
を
展
開
し

た
︒
そ
の
際
︑
北
京
に
お
い
て
禮
部
の
協
力
を
得
る
た
め
に
︑﹁
À
�
を
作
成
し
︑
福
円
人
の
擧
人
季
培
芳
に
託
し
︑
密
か
に
北
京
の
工
部
3

事
鄧
承
恩
に
B
っ
て
禮
部
衙
門
3
客
司
の
書
弁
ら
に
轉
B
さ
せ
︑
本
件
の
Á
切
な
處
置
を
�
う
﹂
た(99

)
︒
鄧
慶
恩
は
一
八
三
八
年
に
北
京
へ
戾
り
︑

兵
部
武
¤
司
3
事
に
復
歸
し
て
い
る(100

)
︒
ま
た
︑
當
時
の
工
部
3
事
に
鄧
承
恩
な
る
人
物
は
確
2
で
き
ず
︑﹁
工
部
3
事
鄧
承
恩
﹂
は
兵
部
3
事

鄧
慶
恩
の
Ä
り
で
あ
っ
て
︑
兩
者
は
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
丁
度
こ
の
�
願
�
動
�
に
︑
瑛
球

�
に
同
G
し
て
上
京
し
た
河
口
�
事
が
︑
北
京
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
て
い

た
か
︑
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
E
料
が
﹃
歷
代
寶
案
﹄
中
に
殘
さ
れ
て
い
る
︒

今
日
︑
同
¿
の
各
京
官
に
拜
見
に
伺
い
︑
軍
機
處
の
林
壽
圖
樣
に
面
會
し
ま
し
た
︒
林
に
よ
り
ま
す
と
︑﹁
浙
江
省
の
探
報
に
よ
る
に
︑
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外
國
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
�
書
中
に
︑
イ
ギ
リ
ス
が
東
洋
の
日
本
お
よ
び
瑛
球
に
行
っ
て
騷
擾
︑
戰
爭
し
て
お
り
︑
今
聞
く
に
瑛
球
は
東

洋
の
各
國
と
共
に
ロ
シ
ア
に
行
っ
て
銃
Å
等
の
武
藝
を
學
び
︑
イ
ギ
リ
ス
へ
の
報
復
を
考
え
て
い
る
︑
な
ど
と
あ
っ
た
︒
皇
上
は
大
臣
に

諭
飭
し
て
︑
こ
の
件
が
本
當
か
ど
う
か
丁
寧
に
4
べ
︑
奏
上
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
﹂
と
の
こ
と
︒
答
え
ま
す
に
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
が
東

洋
諸
國
を
騷
擾
し
て
い
る
と
の
話
は
︑
�
に
知
り
ま
せ
ん
が
︑
瑛
球
が
ロ
シ
ア
に
武
藝
を
�
い
に
行
く
と
い
う
話
に
つ
い
て
は
︑
斷
じ
て

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
英
人
お
よ
び
佛
人
が
瑛
球
に
居
X
し
て
お
り
︑
未
だ
0
員
が
連
れ
歸
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
﹂

と(101
)

︒

本
E
料
は
﹃
歷
代
寶
案
﹄
第
二
集
卷
一
六

(A
雍
正
六
年
～
至
雍
正
七
年
)
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
記
載
內
容
の
年
代
︑
�
面
の
い

ず
れ
を
取
っ
て
も
�
ら
か
に
u
後
の
�
書
と
そ
ぐ
わ
ず
︑
V
纂
=
>
で
混
入
し
た
�
書
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
�
面
か
ら
見
て
︑
�
貢

�
に

同
G
し
て
上
京
し
た
河
口
�
事
が
︑
北
京
に
お
け
る
活
動
を
瑛
球
側
に
報
吿
し
た
覺
書
で
あ
り
︑
本
來
﹃
歷
代
寶
案
﹄
に
收
錄
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
︒
E
料
中
に
日
附
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
林
壽
圖
は
一
八
五
二

(咸
豐
二
)
年
に
軍
機
違
京
と
な
り
︑
一
八
五
五
年
に
工
部
3

事
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(102

)
︑
そ
の
閒
に
限
定
さ
れ
る
︒

內
容
に
つ
い
て
︑
特
に
着
目
す
べ
き
點
は
以
下
二
つ
あ
る
︒
第
一
に
︑
先
の
鄧
慶
恩
と
同
樣
︑
福
州
人

(閩
縣
出
身
︑
$
光
二
五
年
�
士
)
で

あ
る
林
壽
圖
に
河
口
�
事
が
�
圖
�
に
接
觸
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
先
の
鄧
は
特
殊
例
で
は
な
い
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
特
定
の
個

人
に
限
定
さ
れ
な
い
人
»
關
係
を
河
口
�
事
が
北
京
の
�
廷
內
に
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
確
2
さ
れ
よ
う
︒
第
二
に
︑
鄧
の
場
合
と
衣
な
り
︑

こ
こ
で
は
河
口
�
事
が
S
報
の
提
供
側
と
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
︒﹁
瑛
球
が
ロ
シ
ア
か
ら
軍
事
を
學
ぶ
﹂
と
い
う
S
報
に
︑﹁
斷
じ
て
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
な
い

(決
無
是
事
)
﹂
と
斷
言
で
き
る
の
は
︑
瑛
球
の
內
實
を
良
く
知
る
河
口
�
事
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
︒
同
時
に
︑
瑛
球
に
英

佛
人
が
い
ま
だ
�
留
し
て
い
る
こ
と
を
︑
し
っ
か
り
と
林
の
耳
に
入
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
S
報
の
液
れ
は
雙
方
向
�
で
あ
っ
た
︒

鄧
や
林
の
例
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
︑
瑛
球

�
が
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
︑
北
京
の
�
廷
內
部
に
ま
で
一
定
>
度
の
S
報
收
集

力
を
M
し
て
い
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
︑
�
士
出
身
で
京
官
で
あ
っ
た
よ
う
な
人
物
と
も
︑
長
�
�
な
關
係
が
築
か
れ
︑
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
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で
あ
る
︒

繰
り
,
し
に
な
る
が
︑
福
州
各
衙
門
の
胥
�
・
幕
友
に
し
ろ
︑
鄧
慶
恩
や
林
壽
圖
の
よ
う
な
京
官
に
し
ろ
︑
瑛
球
人
が
自
ら
關
係
を
W
築
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
常
に
河
口
�
事
が
そ
の
閒
に
あ
っ
た
︒
瑛
球
側
は
河
口
�
事
を
�
し
て
︑
は
じ
め
て
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
參
入

し
︑
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
?
に
あ
っ
た
河
口
�
事
の
存
在
は
︑
淸
代
を
�
し
て
瑛
淸
關
係
が
樣
々

な
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
も
︑
比


�
安
定
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
�
も
重
?
な
?
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

お
わ
り
に

以
下
︑
本
稿
の
?
點
を
ま
と
め
︑
今
後
の
課
題
を
示
し
た
い
︒

本
稿
で
は
︑
第
一
に
︑
�
願
�
動
の
0
體
宴
を
提
示
し
た
︒
一
八
四
四
年
か
ら
瑛
球
に
�
留
し
た
佛
・
英
宣
敎
師
の
存
在
は
︑
以
後
二
〇
年

�
く
に
わ
た
り
瑛
球
に
と
っ
て
�
大
の
懸
念
事
項
で
あ
り
︑
こ
の
事
態
を
解
決
す
る
た
め
瑛
球
は
二
度
の
特

�
�
と
︑
每
年
の
�
貢
・
接
貢


�
を
�
じ
た
�
願
�
動
を
淸
�
に
對
し
て
展
開
し
た
︒
�
願
の
開
始
と
繼
續
に
は
︑
瑛
球
と
懸
念
を
共
M
す
る
¨
&
藩
の
�
向
が
あ
り
︑
同

じ
く
そ
の
�
結
に
は
︑
藩
の
對
外
方
針
を
大
き
く
轉
奄
さ
せ
た
藩
3
島
津
齊
彬
の
�
志
が
作
用
し
た
︒

第
二
に
︑
�
願
�
動
に
際
し
て
瑛
球

�
が
淸
に
お
い
て
行
っ
た
樣
々
な
*
涉
活
動
を
︑
具
體
�
に
復
元
し
た
︒
從
來
の
硏
究
で
は
︑
瑛
球

國
王
・
福
円
當
局
・
淸
�
皇
6
閒
の
や
り
と
り
と
︑
そ
の
閒
を
移
動
し
た
奏
�
・
咨
�
に
重
點
が
置
か
れ
︑﹁
國
家
閒
の
正
式
*
涉
﹂
の
分
析

を
�
し
て
︑
瑛
球
の
�
願
�
動
が
持
つ
大
局
�
な
�
義
が
檢
討
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
稿
で
は
實
際
に
�
願
活
動
を
擔
っ
た
瑛
球

�
と
︑

�

に
應
對
し
た
福
州
諸
衙
門
の
役
人
た
ち
や
︑
そ
の
閒
で

わ
れ
た
稟
�
に
焦
點
を
あ
て
︑
い
わ
ば
﹁
水
面
下
の
*
涉
﹂
に
お
け
る
具
體
�
な
折

衝
の
=
>
を
�
ら
か
に
し
た
︒
瑛
球

�
の
役
割
は
︑
單
に
國
王
の
咨
�
を
福
州
ま
で
�
び
︑
提
出
す
れ
ば
�
わ
り
で
は
な
い
︒
�
願
が
淸
�

側
に
確
實
に
'
け
止
め
ら
れ
︑
瑛
球
側
の
希
D
に
沿
っ
た
對
應
を
引
き
出
す
た
め
︑
福
州
の
諸
衙
門
に
對
す
る
根
囘
し
が
行
わ
れ
た
︒
�
願
�

動
中
︑
瑛
球
側
は
福
州
諸
衙
門
の
胥
�
・
幕
友
と
の
繫
が
り
を
保
ち
︑
多
額
の
銀
を
投
入
し
な
が
ら
︑
希
D
�
り
の
形
で
�
願
が
處
理
さ
れ
る
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こ
と
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
︒

第
三
に
︑
以
上
の
瑛
球

�
の
活
動
に
お
い
て
︑
瑛
球
側
は
福
州
人
の
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
强
く
依
據
し
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
︑

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
參
入
口
と
な
っ
た
河
口
�
事
の
重
?
性
を
强
4
し
た
︒
淸
�
の
慣
�
︑
制
度
に
�
曉
す
る
河
口
�
事
は
瑛
球
側
に
樣
々
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
與
え
︑
か
つ
瑛
球
側
の
代
理
人
と
し
て
福
円
當
局
と
の
*
涉
を
擔
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
福
州
の
官
界
に
廣
範
な
人
»
を
M
し
て

お
り
︑
Á
宜
そ
の
人
»
を
瑛
球
側
の
用
に
供
し
た
︒
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
擴
が
り
は
福
州
府
內
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
北
京
の
�
廷
內
に
ま
で
`

し
て
い
た
︒

一
方
で
︑
本
稿
の
檢
討
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
銀
と
河
口
�
事
を
�
し
て
﹁
É
乘
す
る
﹂
瑛
球
側
の
あ
り
方
で

あ
り
︑
現
場
レ
ベ
ル
に
お
い
て
瑛
球
の
﹁
自
3
性
﹂
が
存
分
に
發
揮
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
實
S
で
あ
る
︒
だ
が
こ
れ
は
︑
河
口
�
事
を

見
る
視
點
に
よ
っ
て
變
わ
り
得
る
︒
河
口
�
事
が
そ
の
生
計
に
お
い
て
瑛
球
側
に
强
く
依
存
し
て
い
た
事
實
を
捉
え
︑
彼
ら
を
﹁
瑛
球
側
の
人

員
﹂
と
捉
え
れ
ば
︑
福
州
官
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
に
深
く
食
い
n
ん
だ
瑛
球
側
の
戰
略
性
や
自
3
性
を
見
る
こ
と
は
容
易
と
な
る
︒

第
四
に
︑
本
�
中
で
�
示
�
に
は
営
べ
な
か
っ
た
が
︑
本
稿
の
實
證
か
ら
は
︑
淸
�
當
局
と
�
貢
國

�
の
閒
を
仲
介
す
る
︑﹁
中
閒
者
﹂

と
し
て
の
�
事
の
�
義
が
�
瞭
に
表
れ
て
い
る
︒
瑛
球
以
外
の
�
貢
國
に
つ
い
て
も
︑
對
淸
關
係
を
考
え
る
上
で
は
同
樣
の
視
點
で
﹁
中
閒

者
﹂
の
存
在
を
想
定
し
︑
そ
の
働
き
に
着
目
し
た
硏
究
が
�
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
の
課
題
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
河
口
�
事
が
瑛
淸
貿
易
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
檢
討
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
河
口
�
事
が
瑛
淸
閒
の
�

貢
貿
易
に
お
い
て
も
一
定
の
役
割
を
擔
っ
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
歷
代
寶
案
﹄
中
の
諸
記
事
か
ら
�
ら
か
で
あ
る
ほ
か
︑
つ
と
に
岡
本
隆
司
が
指

摘
し
て
い
る(103

)
︒
だ
が
︑
河
口
�
事
の
貿
易
�
側
面
は
未
だ
に
詳
し
い
論
考
は
無
く
︑
本
稿
で
も
觸
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
特
に
︑
河
口

�
事
の
收
入
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
︑
本
稿
で
み
た
よ
う
な
非
常
時
に
お
け
る
苦
勞
銀
よ
り
も
︑
每
年
の
�
貢
・
接
貢
に
G
う
貿
易
業
務
か
ら
の

恒
常
�
收
入
が
よ
り
重
?
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒
貿
易
・
政
治
雙
方
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
解
�
し
て
は
じ
め
て
︑
河
口
�
事

の
�
義
を
正
し
く
x
價
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
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第
二
に
︑
他
の
�
貢
國
・
互
市
國
と
の
比


が
擧
げ
ら
れ
る
︒
本
稿
が
�
ら
か
に
し
た
瑛
球
の
事
例
は
︑
�
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
淸
�

の
他
の
�
貢
國
と
比


し
て
︑
ど
れ
ほ
ど
一
般
�
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
︒
ま
た
︑
廣
州
に
お
い
て
西
洋
諸
國
と
淸
�
の
閒
を
繫
い
だ
い

わ
ゆ
る
廣
東
�
事
た
ち
と
︑
河
口
�
事
は
そ
の
働
き
や
出
自
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
共
�
點
︑
相
°
點
が
見
出
せ
る
か
︒
比


檢
討
を
�
し
て

本
稿
の
事
例
を
よ
り
廣
い
�
»
中
に
位
置
附
け
る
必
?
が
あ
る
︒

第
三
に
︑
淸
�
と
西
洋
諸
國
の
關
係
を
基
軸
と
す
る
︑
當
該
時
�
の
東
ア
ジ
ア
國
際
關
係
E
中
へ
の
位
置
附
け
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど

ア
ヘ
ン
戰
爭
と
ア
ロ
ー
戰
爭
の
戰
閒
�
に
位
置
す
る
こ
の
時
�
の
時
代
�
特
Ë
と
そ
の
瑛
球
へ
の
影
9
に
つ
い
て
︑
考
察
は
0
く
不
十
分
で
あ

る
︒
�
願
�
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
︑
廣
州
に
お
け
る
淸
英
︑
淸
佛
*
涉
の
樣
相
を
︑
西
洋
側
E
料
か
ら
解
�
す
る
作
業
は
ま
だ
な
さ
れ
て

い
な
い
︒
以
上
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

本
稿
中
の
年
e
日
は
す
べ
て
西
曆
で
あ
る
︒

(2
)

眞
榮
-
.
昭
﹁
一
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
國
際
關
係
と
瑛
球
問
題
﹂

同
﹃
瑛
球
海
域
E
論

(下
)
︱
︱
海
防
・
S
報
・
�
代
﹄
榕
樹
書
林
︑

二
〇
二
〇
年

(初
出
一
九
九
四
年
)︒

(3
)

西
里
喜
行
﹁
ア
ヘ
ン
戰
爭
後
の
外
壓
と
瑛
球
問
題
︱
︱
$
光
・

咸
豐
�
の
瑛
球
﹃
Z
屬
﹄
問
題
を
中
心
に
﹂
同
﹃
淸
末
中
瑛
日
關
係

E
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
Í
出
版
會
︑
二
〇
〇
五
年

(初
出
二
〇
〇

〇
年
)︒

(4
)

岡
部
敏
和
﹁﹃
大
總
兵
T
﹄
の
瑛
球
來
航
と
瑛
球
王
府
の
對
應

︱
︱
淸
國
へ
の
�
願
を
中
心
に
﹂﹃
日
本
歷
E
﹄
七
四
七
號
︑
二
〇

一
〇
年
︒
ま
た
︑
生
田
澄
江
も
瑛
球
に
よ
る
�
留
西
洋
人
へ
の
對
處

を
¨
&
・
幕
府
と
の
關
わ
り
で
觸
れ
て
い
る

(生
田
澄
江
﹁
幕
末
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
艦
\
の
瑛
球
來
航
と
¨
瑛
關
係
﹂﹃
沖
繩
�
�
硏

究
﹄
一
九
︑
一
九
九
二
年
)︒
他
に
こ
の
�
願
�
動
を
®
っ
た
硏
究

と
し
て
︑
王
金
龍
﹁
$
光
・
咸
豐
�
に
お
け
る
英
佛
人
の
瑛
球
�
留

と
*
涉
問
題
に
つ
い
て
﹂
(﹃
第
一
一
囘
瑛
球
・
中
國
*
涉
E
に
關
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
�
集
﹄
沖
繩
縣
敎
育
委
員
會
︑
二
〇
一
六
年
)︑

李
中
勇
﹁
一
八
四
四−

一
八
四
八
年
中
法
關
于
在
瑛
球
�
法
國
傳
敎

士
之
*
涉
考
﹂
(﹃
歷
E
檔
案
﹄
二
〇
一
六−

二
)
等
が
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
論
考
は
中
國
第
一
歷
E
檔
案
館
Z
藏
の
檔
案
E
料
を
用
い
て
い

る
點
で
�
目
さ
れ
る
が
︑
西
里
の
議
論
の
範
圍
を
越
え
る
も
の
で
は

な
い
︒

(5
)

西
里
喜
行
﹁
中
瑛
*
涉
E
に
お
け
る
土
�
事
と
Î
行

(球
商
)﹂

﹃
瑛
球
大
學
敎
育
學
部
紀
?
﹄
第
一
部
・
第
二
部

(五
〇
)︑
一
九
九
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七
年
︑
七
九
頁
︒

(6
)

赤
嶺
守
ほ
か
V
﹃
中
國
と
瑛
球

人
の
移
動
を
探
る
︱
︱
�
淸

時
代
を
中
心
と
し
た
デ
ー
タ
の
W
築
と
硏
究
﹄
(Ï
液
社
︑
二
〇
一

三
年
)
Z
收
の
�
獻
目
錄
參
照
︒

(7
)

深
澤
秋
人
﹁
福
州
に
お
け
る
瑛
球

�
の
W
Ñ
︱
︱
淸
代
の
存

留
�
事
宴
を
中
心
に
﹂﹃
歷
代
寶
案
硏
究
﹄
九
︑
一
九
九
八
年
︑
同

﹁
�
世
瑛
球
に
お
け
る
渡
Q

�
の
V
成
︱
︱
一
九
世
紀
の
事
例
を

中
心
に
﹂﹃
沖
繩
�
�
硏
究
﹄
二
六
︑
二
〇
〇
〇
年
な
ど
︒
な
お
︑

深
澤
の
一
聯
の
論
考
は
﹃
�
世
瑛
球
中
國
*
液
E
の
硏
究
﹄
(榕
樹

書
林
︑
二
〇
一
一
年
)
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
︑
本
稿
で
は
同
書
を

參
照
す
る
︒

(8
)

田
名
眞
之
﹁
存
留
�
事
の
職
と

命
︱
︱
乾
隆
十
一
年
の
漂
着

事
件
の
處
理
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
第
五
囘
瑛
球
・
中
國
*
涉
E
に
關
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
�
集
﹄
一
九
九
九
年
︒
他
に
︑
漂
着
民
B
C
を

め
ぐ
る
分
析
を
中
心
に
︑
瑛
球

�
や
福
州
の
諸
衙
門
が
果
た
し
て

い
た
役
割
に
も
部
分
�
に
觸
れ
る
硏
究
と
し
て
︑
赤
嶺
守
﹁
淸
代
の

瑛
球
漂
液
民
B
C
體
制
に
つ
い
て
︱
︱
乾
隆
二
十
五
年
の
山
陽
西

表
T
の
漂
着
事
例
を
中
心
に
﹂
(﹃
東
洋
E
硏
究
﹄
五
八−
三
︑
一
九

九
九
年
)︑
渡
邊
美
季
﹁
淸
代
中
國
に
お
け
る
漂
着
民
の
處
置
と
瑛

球

(一
)﹂
(﹃
南
島
E
學
﹄
五
四
︑
一
九
九
九
年
)︑
同
﹁
淸
代
中
國

に
お
け
る
漂
着
民
の
處
置
と
瑛
球

(二
)﹂
(﹃
南
島
E
學
﹄
五
五
︑

二
〇
〇
〇
年
)
等
が
あ
る
︒

(9
)

u
揭
・
西
里
一
九
九
七
年
︑
同
﹁
土
�
事
・
謝
必
振
と
そ
の
後
裔

た
ち
︱
︱
中
瑛
*
涉
E
の
一
側
面
﹂﹃
瑛
球
大
學
敎
育
學
部
紀
?
﹄

六
〇
︑
二
〇
〇
二
年
︑
池
谷
D
子
﹁
�
淸
の
瑛
球
�
事
︱
︱
そ
の

制
度
と
實
態
に
關
す
る
諸
問
題
﹂
南
島
E
學
會
V
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
南
島
硏
究
︱
︱
南
島
E
學
會
創
立
50
周
年
記
念
論
集
﹄
春
風

社
︑
二
〇
二
一
年
︒

(10
)

u
揭
・
池
谷
二
〇
二
一
年
︒

(11
)

正
規
の
河
口
�
事
三
名
の
ほ
か
︑
河
口
�
事
筆
者
二
名
︑
長
班
役

一
名
の
計
六
名
で
河
口
�
事
グ
ル
ー
プ
が
W
成
さ
れ
て
い
た

(u

揭
・
深
澤
二
〇
一
一
年
︑
二
〇
九
頁
)︒

(12
)

西
里
に
よ
れ
ば
︑
河
口
�
事
の
任
命

(正
確
に
は
u
任
者
よ
り
の

引
き
繼
ぎ
)
に
際
し
て
は
︑
①
瑛
球
の
存
留
�
事
:
び
同
僚
河
口

�
事
の
保
證
狀
を
携
え
て
福
州
海
防
同
知
に
申
�
︑
②
海
防
同
知

が
官
話
・
瑛
球
語
の
試
驗
を
行
い
︑
福
円
布
政
司
へ
承
2
を
?
�
︑

③
福
円
布
政
司
が
再
點
檢
の
上
︑
總
督
・
<
撫
に
承
2
を
?
�
︑

④
總
督
・
<
撫
の
2
可
に
よ
り
就
任
す
る
︑
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が

取
ら
れ
た
︒
u
揭
・
西
里
一
九
九
七
年
︒

(13
)

瑛
球
・
¨
&
に
よ
る
瑛
日
關
係
の
對
淸
隱
Æ
政
策
に
つ
い
て
は
︑

渡
邊
美
季
﹁
淸
に
對
す
る
瑛
日
關
係
の
隱
Æ
と
漂
着
問
題
﹂
同
﹃
�

世
瑛
球
と
中
日
關
係
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
二
年
︑
初
出
二
〇

〇
五
年
)
參
照
︒

(14
)

當
該
時
�
フ
ラ
ン
ス
の
瑛
球
へ
の
接
觸
と
︑
淸
�
の
抗
議
を
'
け

て
の

(一
時
)
撤
�
と
に
つ
い
て
は
︑
P
atrick
B
eillev
aire,
“W
a-

v
erin
g
A
tten
tion
:
F
ren
ch
G
ov
ern
m
en
tal
P
olicy
T
ow
ard
s

th
e
R
y
û
k
y
û
K
in
g
d
om
”,
in
Josef
K
rein
er
ed
.,
R
yû
kyû
in

W
orld
H
istory,B
ier̓
sch
e
V
erlag
san
stalt,
2001,p
p
.181-260.

が
詳
し
い
︒

(15
)

u
揭
・
西
里
二
〇
〇
五
年
︑
一
二
五
～
一
二
六
頁
︒
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(16
)

瑛
球
王
國
x
定
Z
�
書
V
集
委
員
會
V
﹃
瑛
球
王
國
x
定
Z
�

書
﹄
第
一
卷

(浦
添
市
敎
育
委
員
會
︑
一
九
八
八
年
)︑
一
三
三
六

號
�
書
︑
五
五
九
頁
︒
以
下
︑﹃
瑛
球
王
國
x
定
Z
�
書
﹄
(0
一
八

卷+

補
卷
︑
一
九
八
八
～
二
〇
〇
三
年
)
は
﹃
x
定
Z
�
書
﹄
と
略

す
︒

(17
)

同
上
︑
五
六
〇
頁
︒
引
用
�
中
の
﹇

﹈
內
は
筆
者
に
よ
る
補
足

で
あ
る
︒
以
下
同
じ
︒

(18
)

中
國
第
一
歷
E
檔
案
館
V
﹃
中
瑛
歷
E
關
係
檔
案
﹄
$
光
�

(十
)
(國
家
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
)︑
一
八
五
頁
︒

(19
)

尤
咨
�
差
出
候
迚
上
京
等
之
故
障
相
成
候
儀
ハ
一
切
無
之
︑
且
�

面
茂
無
=
不
:
宜
相
見
得
申
候
閒
︑
早
々
差
出
候
方
可
宜
︑
然
共
此

儀
掌
案
共
取
%
候
而
ハ
︑
外
向
江
相
洩
候
儀
者
勿
論
︑
掛
號
銀
等
申

懸
色
々
事
煩
�
相
成
候
閒
︑
$
楚
隱
密
之
御
取
計
を
以
事
能
引
結
相

成
候
樣
︑
左
候
而
來
年
御
,
答
向
之
儀
茂
︑
私
共
御
用
ニ
而
︑
直
ニ

何
分
被
仰
渡
度
旨
︑
稟
相
仕
立
咨
�
取
添
︑
布
政
司
外
向
御
發
足
之

折
相
伺
︑
直
ニ
差
出
候
方
可
然
︑
(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
一
〇
丁

表
裏
︑
巳
四
e
伊
計
親
雲
上
・
喜
舍
場
親
雲
上
書
狀
)
以
下
︑﹁
尙

家
�
書
﹂
の
�
刻
に
際
し
︑
變
體
假
名
は
そ
の
ま
ま
�
刻
し
た
が
︑

合
字

(﹁
よ
り
﹂
な
ど
)
は
-
假
名
に
直
し
た
︒
蟲
食
い
等
に
よ
る

_
讀
不
能
�
字
は
□
で
示
し
た
︒
ま
た
︑
-
出
に
よ
る
改
行
を

﹁
／
﹂︑
一
字
擡
頭
を
﹁
／
／
﹂
で
示
し
た
︒

(20
)

『歷
代
寶
案
﹄
別
集
咈
𠸄
S
狀
︑
別
臺
〇
二
號

(沖
繩
縣
敎
育
廳

�
�
財
課
E
料
V
集
班
V
﹃
歷
代
寶
案
﹄
校
訂
本
第
一
五
册
︑
二
〇

一
六
年
︑
三
二
二
～
三
二
七
頁
︒
以
下
︑﹃
寶
案
﹄
校
訂
本
一
五
︑

別
臺
〇
二
號
の
よ
う
に
略
す
)︒

(21
)

中
國
第
一
歷
E
檔
案
館
V
﹃
中
瑛
歷
E
關
係
檔
案
﹄
$
光
�

(十
)
(國
家
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
)︑
一
八
五
頁
︒

(22
)

此
儀
隱
密
之
事
ニ
而
︑
容
易
ニ
承
合
方
茂
思
樣
不
相
成
︑
於
北
京

茂
至
極
心
�
仕
居
候
︑
(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
一
一
丁
表
︑
巳
四

e
伊
計
親
雲
上
・
喜
舍
場
親
雲
上
書
狀
)

(23
)

瑛
球
江
衣
國
國マ

マ

人
來
着
之
成
行
︑
總
督
撫
院
よ
り
奏
�
被
差
上
候

處
︑
隱
密
之
事
ニ
而
外
向
江
不
相
洩
樣
深
御
考
被
成
候
︑
(同
上
)

(24
)

u
揭
・
西
里
二
〇
〇
五
年
︑
一
二
七
～
一
二
九
頁
︒

(25
)

『x
定
Z
�
書
﹄
三
卷
︑
一
三
八
七
號
�
書
︑
三
八
頁
︒

(26
)

右
稟
之
儀
委
細
之
成
行
書
付
M
之
候
付
︑
4
部
不
入
念
候
而
不
叶

事
候
閒
︑
布
政
司
掌
案
印
者
外
ニ
茂
功
者
之
方
相
賴
取
直
さ
せ
候
樣

申
`
候
付
︑
本
布
政
司
師
�
相
勤
候
長マ

マ

$
亨
與
申
者
�
`
之
衆
︑
其

上
當
分
布
政
司
師
�
葉
靑
茂
茂
叮
嚀
相
*
候
付
︑
右
張
$
亨
相
賴
可

宜
段
︑
i
�
申
出
M
之
候
付
︑
高
嶺
里
之
子
親
雲
上
差
�
︑
�
初
よ

り
之
成
行
等
細
々
申
`
賴
入
さ
せ
候
︑
(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
三

二
丁
表
裏
︑
未
四
e
二
四
日
池
城
親
方
書
狀
)

(27
)

瑛
球

�
が
淸
�
に
對
し
て
用
い
た
�
書
の
種
類
や
そ
の
機
能
に

つ
い
て
は
︑
糸
數
�
治
﹁﹃
�
稟
�
集
﹄
に
つ
い
て
﹂
(﹃
第
五
屆
中

瑛
歷
E
關
係
學
Í
會
議
論
�
集
﹄
福
円
敎
育
出
版
社
︑
一
九
九
六

年
)︑
池
谷
D
子
﹁
瑛
球
貢

の
用
い
た
�
と
稟
に
つ
い
て
﹂
(﹃
南

島
E
學
﹄
八
六
︑
二
〇
一
八
年
)
參
照
︒

(28
)

河
口
�
事
の
人
名
同
定
は
基
本
�
に
u
揭
・
西
里
二
〇
〇
二
年
に

よ
る
︒
他
の
場
合
は
そ
の
都
度
根
據
を
示
す
︒

(29
)

『x
定
Z
�
書
﹄
一
八
卷
︑﹁
漢
�
外
國
一
件
書
類
﹂︑
三
五
七
頁
︒

(30
)

官
人
衆
江
直
ニ
內
�
等
申
上
候
儀
者
Q
之
格
式
成
合
不
申
︑
い
つ
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れ
係
之
掌
案
︑
其
外
師
�
相
公
等
之
役
々
︑
印
者
官
人
衆
緣
取
�
從

之
者
聞
合
賴
入
候
外
︑
働
方
之
手
筋
無
之
︑
(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑

三
四
丁
裏
︑
未
四
e
二
四
日
池
城
親
方
書
狀
)

(31
)

�
年
歐
羅
武
勇
を
振
□
對
中
國
不
禮
之
仕
形
M
之
候
得
共

(中

略
)
就
而
者
佛
英
之
兩
國
中
國
よ
り
御
下
知
者
難
被
成
事
故
︑
此
�

瑛
球
之
御
願
立
容
易
相
濟
閒
�
︑
如
何
樣
兩
三
度
茂
�
願
申
上
候
得

共
æ
立
申
事
茂
可
M
之
哉
︑
(同
上
︑
三
四
丁
裏
～
三
五
丁
表
)

(32
)

天
3
敎
�
'
方
和
好
*
易
之
儀
者
︑
中
國
茂
御
免
被
仰
付
置
事
ニ

而
︑
於
瑛
球
右
三
ヶ
條
屹
與
不
相
成
筋
ニ
申
切
候
而
者
︑
佛
人
共
決

而
落
着
仕
閒
�
︑
就
而
者
三
ヶ
條
之
內
一
ヶ
條
者
相
`
候
樣
被
仰
付

筈
︑
抔
與
掌
案
共
取
沙
汰
仕
候
者
茂
M
之

(同
上
︑
三
七
丁
表
)︒

な
お
︑
淸
�
が
キ
リ
ス
ト
敎
布
敎
の
自
由
を
2
め
た
の
は
一
八
五
八

年
の
天
津
條
]
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
掌
案
の
發
言
は
事
實
で
は
な
い
︒

(33
)

地
書
ハ
私
相
4
爲
申
事
候
得
共
︑
總
督
撫
院
御
吟
味
之
上
段
々
御

取
置
爲
被
成
事
ニ
而
︑
然
々
覺
不
申
候
︑
(同
上
︑
三
七
丁
裏
)

(34
)

相
公
江
掛
號
等
い
た
し
︑
撫
院
御
他
出
之
砌
︑
竊
ニ
地
稿
取
出
さ

せ
候
仕
樣
茂
可
M
之
哉
︑
(同
上
︑
三
七
丁
裏
～
三
八
丁
表
)

(35
)

相
公
取
計
�
ニ
而
者
地
稿
取
出
方
不
相
成
︑
撫
院
御
□
�
被
�
候

內
相
公
江
茂
□
不
申
合
候
而
者
不
相
4
︑
(同
上
︑
三
八
丁
表
)

(36
)

成
>
御
願
立
之
御
趣
�
�
決
而
奏
�
被
差
上
候
段
相
分
り
候
ハ
ヽ
︑

地
稿
拜
見
ニ
者
不
:
事
候
得
共
︑
其
儀
相
知
不
申
內
ハ
︑
何
事
茂
安

心
不
罷
成
候
閒
︑
地
稿
之
儀
是
非
拜
見
仕
候
樣
取
計
︑
(同
上
︑
三

八
丁
裏
)

(37
)

『x
定
Z
�
書
﹄
一
八
卷
︑﹁
漢
�
外
國
一
件
書
類
﹂︑
三
六
一
～

三
六
四
頁
︒

(38
)

本
稿
で
は
︑
É
宜
上
︑
胥
�
・
幕
友
ら
﹁
官
﹂
で
は
な
い
淸
�
側

の
人
員
を
﹁
役
人
﹂
と
總
稱
す
る
︒

(39
)

u
揭
・
田
名
一
九
九
九
年
︑
一
三
一
頁
︒

(40
)

u
揭
・
深
澤
二
〇
一
一
年
︑
二
一
〇
頁
︒

(41
)

『x
定
Z
�
書
﹄
二
卷
︑
一
三
八
〇
號
�
書
︑
三
八
一
頁
︒
な
お
︑

本
來
は
一
〇
〇
貫
の
�
銀
が
準
備
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
︑
王
府
の

財
政
難
に
よ
り
六
〇
貫
に
減
額
さ
れ
た
經
雲
が
あ
る
︒

(42
)

田
名
は
︑
掛
號
銀
と
は
﹁
�
常
で
は
な
い
突
飛
�
な
事
件
︑
事

故
﹂
に
對
處
す
る
た
め
の
︑
臨
時
�
な
�
銀
を
指
す
と
推
測
し
て
い

る

(u
揭
・
田
名
一
九
九
九
年
︑
一
三
四
～
一
三
五
頁
)︒

(43
)

『中
瑛
歷
E
關
係
檔
案
﹄
$
光
�

(十
)︑
三
九
六
頁
︒

(44
)

｢尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
二
六
丁
表
︑
午
一
二
e
二
九
日
濱
川
親

雲
上
・
野
村
親
雲
上
書
狀
︒

(45
)

會
同
四
譯
館
を
3
管
し
た
﹁
提
督
會
同
四
譯
館
禮
部
郞
中
�
鴻
臚

寺
少
卿
﹂
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
乾
隆
一
三
年
に
四
譯
館
を
廢
し

會
同
館
と
瓜
一
し
た
際
の
乾
隆
6
の
上
諭
に
︑﹁
其
﹇=

四
譯
館
﹈

館
卿
向
加
太
常
寺
少
卿
銜
︑
於
義
無
取
︑
應
改
爲
提
督
會
同
四
譯
館

禮
部
郞
中
�
鴻
臚
寺
少
卿
銜
﹂
と
あ
る

(﹃
高
宗
實
錄
﹄
卷
三
一
五
︑

乾
隆
一
三
年
五
e
戊
申
の
條
)︒

(46
)

禮
部
御
方
御
存
無
被
成
候
ハ
ヽ
︑
御
願
立
ニ
應
し
御
取
計
之
御
仕

樣
難
被
成
︑
勿
論
衣
國
一
件
者
王
舅
方
よ
り
御
願
立
M
之
候
迚
︑
Á

致
上
京
居
事
分
︑
何
楚
之
願
立
無
之
候
而
者
︑
御
國
家
�
難
之
體
相

見
得
不
申
︑
い
つ
れ
之
筋
此
>
私
共
よ
り
茂
願
立
候
方
ニ
可
宜
段
︑

(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
二
六
丁
表
︑
午
一
二
e
二
九
日
濱
川
親
雲

上
・
野
村
親
雲
上
書
狀
︑
二
六
丁
裏
)
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(47
)

『宣
宗
實
錄
﹄
卷
四
三
七
︑
$
光
二
六
年
一
二
e
丙
子
の
條
︒

(48
)

B
eillev
aire,
2001.

(49
)

『寶
案
﹄
校
訂
本
一
五
︑
別
�
〇
五
號
︒

(50
)

｢尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
︑
申
五
e
十
八
日
濱
川
親
雲
上
・
野
村
親

雲
上
書
狀
︒

(51
)

佛
・
英
人
引
取
方
之
儀
︑
御

者
を
以
被
御
願
越
趣
:
／
／
皇
聞
︑

廣
東
耆
英
江
／
敕
諭
之
趣
御
座
候
而
︑
彼
表
渡
合
佛
・
英
頭
立
候
者

共
江
早
f
被
仰
`
︑
御
取
®
向
被
爲
入
御
念
︑
�
以
難
M
仕
合
ニ
候

處
︑
接
貢
舩
渡
Q
涯
�
�
舩
來
着
無
之
候
迚
︑
無
閒
茂
何
角
申
上
候

而
者
如
何
�
︑
此
�
者
早
々
之
御
禮
謝
幷
右
佛
英
人
于
今
�
留
仕
居

候
%
第
咨
�
�
ニ
而
布
政
司
江
被
差
出
可
宜
︑
(同
上
︑
四
七
丁
表

裏
)

(52
)

『x
定
Z
�
書
﹄
五
卷
︑
一
四
一
五
號
�
書
︑
一
六
九
頁
︒

(53
)

u
揭
・
西
里
二
〇
〇
五
年
︑
二
一
二
～
二
一
三
頁
︒

(54
)

以
上
は
山
下
重
一
﹃
續
瑛
球
・
沖
繩
E
硏
究
序
說
﹄
(御
茶
の
水

書
.
︑
二
〇
〇
四
年
)
に
よ
る
︒

(55
)

｢尙
家
�
書
﹂
四
四
二
號
﹁
僉
議

(壹
)﹂︑
伯
德
令
列
歸
方
御
取

計
向
Q
江
別
段
王
舅
御

者
を
以
御
願
被
仰
上
候
方
僉
議
之
事
︒

(56
)

『x
定
Z
�
書
﹄
八
卷
︑
一
五
一
〇
號
�
書
﹁
子
秋
走
�
貢
T
歸

帆
日
記
﹂︒

(57
)

u
揭
・
西
里
一
九
九
七
年
︑
同
二
〇
〇
五
年
︒

(58
)

『x
定
Z
�
書
﹄
八
卷
︑
一
五
一
〇
號
�
書
︑
一
八
頁
︒

(59
)

同
上
︑
一
四
～
一
五
頁
︒

(60
)

同
上
︑
一
六
頁
︒

(61
)

同
上
︑
一
六
～
一
七
頁
︒

(62
)

同
上
︑
二
四
頁
︒

(63
)

同
上
︑
五
一
頁
︒

(64
)

同
上
︒

(65
)

同
上
︑
五
五
頁
︒

(66
)

同
上
︒

(67
)

同
上
︑
三
六
頁
︒

(68
)

竝
木
賴
壽
・
井
上
裕
正
﹃
中
華
6
國
の
危
機
﹄
(中
公
�
庫
)
中

央
公
論
怨
社
︑
二
〇
〇
八
年

(初
出
一
九
九
七
年
)︑
七
七
頁
︒

(69
)

咸
豐
六
年
丙
辰
六
e
初
八
日
︑
爲
報
�
咈
國
�
官
强
立
]
條
竝
Ñ

屋
久
居
S
狀
乞
査
辨
撤
囘
事
︑
恭
奉

王
命
︑
閏
爲
王
舅
大
�
事
︑

將
赴
閩
省
時
︑
因
¨
州
大
3
命
法
司
�
命
弭
止
�

︑
(﹃
�
霸
市

E
﹄
�
料
V
第
一
卷
六
﹁
家
�
�
料
第
二
集

(久
米
村
系
家
�
)﹂

下
︑
五
二
一
頁
)

(70
)

芳
卽
正
﹃
島
津
斉
彬
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
九
三
年
︑
一
八
一
頁
︒

(71
)

上
原
�
善
﹃
黑
T
來
航
と
瑛
球
王
國
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二

〇
二
〇
年
︒
齊
彬
の
貿
易
振
興
策
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
關
わ
り
に
つ
い

て

は
︑
P
atrick

B
eillev
aire,
“A
ccou
n
tin
g

for
T
ran
sien
t

H
op
es
:
T
h
e
F
ren
ch
In
v
olv
em
en
t
in
S
h
im
azu
N
ariak
ira̓
s

P
lan
to
O
p
en
T
rad
e
w
ith
th
e
W
est
in
R
y
ū
k
y
ū
”,In
tern
ation
-

al
Jou
rn
al
of
O
kin
aw
an
S
tu
d
ies,
v
ol.1(2),
2010
參
照
︒

(72
)

u
揭
・
田
名
一
九
九
九
年
︑
一
三
七
頁
︒

(73
)

な
お
︑
本
稿
の
言
う
﹁
福
州
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
は
福
州
官
界
・

地
域
社
會
內
の
人
�
關
係
を
指
し
︑﹁
福
州
出
身
者
﹂
は
�
味
し
な

い
︒
例
え
ば
︑
各
衙
門
の
幕
友
は
他
省
出
身
者
が
多
い
と
考
え
ら
れ

る
︒
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(74
)

3
?
�
獻
に
限
っ
て
擧
げ
れ
ば
︑
0
體
�
な
制
度
硏
究
と
し
て
以

下
が
あ
る
︒
C
h
ü̓
T
u̓
n
g
-tsu
,
L
ocal
G
overn
m
en
t
in
C
h
in
a

u
n
d
er
th
e
C
h
’in
g,
H
arv
ard
U
n
iv
ersity
P
ress,
1962,
趙
世
瑜

﹃
�
與
傳
瓜
中
國
社
會
﹄
浙
江
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
周
保

�
﹃
淸
代
地
方
�
役
制
度
硏
究
﹄
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒

檔
案
E
料
の
殘
る
四
川
省
巴
縣
を
中
心
に
︑
具
體
�
な
實
證
硏
究
と

し
て
以
下
が
あ
る
︒
李
榮
忠
﹁
淸
代
巴
縣
衙
門
書
�
與
差
役
﹂﹃
歷

E
檔
案
﹄
第
一
�
︑
一
九
八
九
年
︑
B
rad
ly
W
.R
eed
,T
alon
s
an
d

T
eeth
:
C
ou
n
ty
C
lerks
an
d
R
u
n
n
ers
in
th
e
Q
in
g
D
yn
asty,

S
tan
ford
U
n
iv
ersity
P
ress,
2000,
小
野
`
哉
﹁
淸
末
巴
縣
の
胥

�
︑
譚
敏
政
︱
︱
2
つ
の
訴
訟
案
卷
か
ら
見
た
﹂﹃
ア
ジ
ア
E
學
論

集
﹄
第
七
號
︑
二
〇
一
四
年
︒
同
じ
く
檔
案
E
料
を
用
い
︑
臺
灣
に

お
け
る
胥
�
の
實
態
を
�
ら
か
に
し
た
李
�
凱
﹁
古
�
書
中
�
衙
門

組
織
︱
︱
以
淸
u
�
頴
�
縣
�
書
�
差
役
群
體
爲
例
﹂
(國
E
館
臺

灣
�
獻
館
V
﹃
�
獻
・
�
物
�
æ
釋
與
歷
E
記
憶
︱
︱
第
九
屆
臺

灣
古
�
書
與
歷
E
硏
究
國
際
學
Í
硏
討
會
﹄
<
甲
大
學
出
版
社
︑
二

〇
一
九
年
)
も
あ
る
︒
幕
友
に
關
す
る
專
論
と
し
て
は
︑
日
本
語
の

も
の
は
少
な
い
が
︑
以
下
が
あ
る
︒
中
島
樂
違
﹁
�
末
淸
初
の
紹
興

の
幕
友
﹂﹃
山
根
幸
夫
敎
=
�
休
記
念
�
代
E
論
叢

(下
)﹄
>
古
書

院
︑
一
九
九
〇
年
︑
夫
馬
�
﹁
�
淸
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
﹂
梅

原
郁
V
﹃
中
國
�
世
の
法
制
と
社
會
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
Z
︑

一
九
九
三
年
︑
山
口
久
和
﹁
立
身
出
世
の
階
梯
を
諦
め
た
人
々

︱
︱
違
學
�
の
“
紹
興
師
�
”
宴
を
中
心
に
﹂﹃
都
市
�
�
硏
究
﹄

九
︑
二
〇
〇
七
年
︒
中
國
に
お
け
る
特
に
膨
大
な
數
の
論
�
に
つ
い

て
は
︑
吳
佩
林
に
よ
る
硏
究
E
整
理
が
M
用
で
あ
る
︒
吳
佩
林
・
范

B
B
﹁
百
年
來
淸
代
州
縣
幕
友
硏
究
営
x
﹂﹃
地
方
�
�
硏
究
﹄
二

〇
一
六−

六
︒

(75
)

u
揭
・
西
里
一
九
九
七
年
︑
八
〇
頁
︒

(76
)

u
揭
・
深
澤
二
〇
一
一
年
︑
二
一
三
頁
︒

(77
)

u
揭
・
渡
邊
二
〇
〇
〇
年
︑
五
七
頁
︒
宮
崎
市
定
﹁
淸
代
の
胥
�

と
幕
友
︱
︱
特
に
雍
正
�
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
東
洋
E
硏
究
﹄
第
一

六
卷
第
四
號
︑
一
九
五
八
年
︒
な
お
︑﹁
胥
�
頭
﹂
の
語
に
つ
い
て

宮
崎
に
依
據
し
て
說
�
す
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
淸
�
の
各

衙
門
に
務
め
た
胥
�
の
數
は
︑
制
度
上
2
め
ら
れ
た
定
員
が
極
め
て

少
な
い
の
に
反
し
︑
實
際
の
業
務
量
は
膨
大
で
あ
る
た
め
︑
正
規
の

胥
�
は
數
十
名
～
數
百
名
に
:
ぶ
非
正
規
の
﹁
胥
�
見
�
い
﹂
を
私

�
に
²
用
し
︑

役
し
た
︒
宮
崎
は
こ
れ
ら
制
度
�
に
2
め
ら
れ
た
︑

各
.
の
責
任
者
た
る
正
規
の
胥
�
を
指
し
て
﹁
胥
�
頭
﹂
と
呼
稱
し

て
い
る
︒

(78
)

%

(19
)
參
照
︒

(79
)

%

(29
)
參
照
︒

(80
)

徐
玉
虎
﹁
淸
趙
怨

瑛
球
�
閒
賓
3
饋
贈
禮
物
之
分
析
﹂﹃
第
三

屆
中
瑛
歷
E
關
係
國
際
學
Í
會
議
論
�
集
﹄
一
九
九
一
年
參
照
︒

(81
)

例
え
ば
︑
一
七
二
九

(雍
正
七
)
年
に
河
東
總
督
田
�
鏡
が
︑
非

正
規
胥
�
撤
廢
の
不
可
を
說
い
た
M
名
な
﹁
�
陳
書
役
不
必
定
額

駅
﹂
中
で
は
︑﹁
每
於
額
設
�
役
之
下
︑
空
挂
一
名
︑
書
E
則
爲
貼

寫
︑
爲
掌
案
︒
下
役
則
曰
幫
役
︑
曰
白
役
﹂
と
說
�
さ
れ
て
い
る

(﹃
皇
淸
經
世
�
V
﹄
卷
二
四
︑
�
政
一
〇
)︒

(82
)

繆
0
吉
﹃
�
代
胥
�
﹄
嘉
怨
水
泥
公
司
�
�
基
金
會
︑
一
九
六
九

年
︑
三
二
頁
︒
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(83
)

u
揭
・
李
二
〇
一
九
年
︑
范
金
民
﹁
淸
代
書
�
頂
閏
:
頂
首
銀
之

探
討
﹂﹃
歷
E
硏
究
﹄
二
〇
一
八−

二
︑
加
D
雄
三
﹁
淸
代
の
胥
�

缺
取
引
に
つ
い
て

(1
)﹂﹃
法
學
論
叢
﹄
一
四
七−

二
︑
二
〇
〇
〇

年
︑
同
﹁
淸
代
の
胥
�
缺
取
引
に
つ
い
て

(2
)﹂﹃
法
學
論
叢
﹄
一

四
九−
一
︑
二
〇
〇
一
年
︒

(84
)

『x
定
Z
�
書
﹄
一
卷
︑
一
三
三
五
號
�
書
︑
四
八
二
頁
︒

(85
)

岸
本
美
緖
﹁
�
淸
時
代
の
身
分
感
覺
﹂
森
正
夫
ほ
か
V
﹃
�
淸
時

代
E
の
基
本
問
題
﹄
>
古
書
院
︑
一
九
九
七
年
︒

(86
)

u
揭
・
西
里
二
〇
〇
五
年
︑
二
一
五
頁
︒

(87
)

渡
邊
美
季
は
乾
隆
年
閒
の
瑛
球
側
E
料
に
登
場
す
る
﹁
內
務
相

公
﹂
と
い
う
語
を
胥
�
で
あ
る
と
解
釋
し
て
い
る
︒﹁
內
相
公
﹂
と

﹁
內
務
相
公
﹂
が
同
一
の
存
在
で
あ
る
か
_
斷
は
不
可
能
で
あ
る
の

で
︑
參
考
と
し
て
擧
げ
る
に
と
ど
め
る
︒
u
揭
・
渡
邊
二
〇
〇
〇
年
︑

五
八
頁
︒

(88
)

『�
霸
市
E
﹄
�
料
V
第
一
卷
六
﹁
家
�
�
料
第
二
集

(久
米
村

系
家
�
)﹂
下
︑
六
四
五
頁
︒

(89
)

u
揭
・
宮
崎
一
九
五
八
年
︒

(90
)

も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
ら
付
け
屆
の
一
部
が
上
司
た
る
官
員
の
懷
に

入
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

(91
)

u
揭
・
西
里
一
九
九
七
年
︑
同
二
〇
〇
二
年
︒

(92
)

去
午
年
御
願
立
之
�
︑
福
州
江
罷
在
候
英
官
共
江
引
拂
候
樣
被
仰

渡
候
處
︑
右
英
官
等
ニ
者
商
買
方
相
攜
候
�
ニ
而
︑
右
樣
之
事
者
相

W
不
申
由
申
出
︑
御
�
不
仕
候
付
︑
廣
東
總
督
江
皇
令
相
下
︑
彼
Z

江
罷
在
候
英
官
首
頭
之
者
江
︑
引
取
方
被
仰
渡
置
候
%
第
ニ
而
︑
右

英
官
共
江
何
分
銀
子
差
�
︑
致
內
�
候
而
茂
其
æ
無
之
︑
右
ニ
付
而

者
︑
廣
東
江
罷
在
候
首
頭
之
者
江
︑
致
內
�
候
方
ニ
茂
可
M
之
候
得

共
︑
皇
令
さ
へ
い
ま
た
御
�
不
仕
候
を
︑
銀
子
差
�
候
迚
︑
可
引
拂

筋
ニ
者
存
當
不
申
候
︑
(﹁
尙
家
�
書
﹂
六
二
〇
號
︑
六
八
丁
裏
～
六

九
丁
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emperorʼs household, and they began to stay in the palace day and night under the

pretext of engaging in the care of the infant emperor. The empress dowagerʼs

family was thus able to monopolize power during this period because the Han

dynastyʼs bureaucracy was essentially the organization charged with the emperorʼs

household affairs.

THE ROLE OF THE INTERPRETERS (KAKŌ TSŪJI) IN

THE NINETEENTH CENTURY SINO-RYUKYUAN RELATIONS :

FOCUSING ON THE PETITION CAMPAIGN TO EXPEL

WESTERN MISSIONARIES

ZHANG Zikang

After the Opium War, Western countries, mainly Britain and France, frequently

came into contact with the Ryukyu kingdom, and from 1844 French and British

missionaries began long-term stays in the Ryukyus. The presence of Western

missionaries was an unprecedented situation in the Ryukyus, and it was perceived

by the Ryukyuans as a threat to their traditional foreign relations. In order to have

the missionaries expelled, the Ryukyu kingdom decided to rely on the Qing

Dynasty, and repeatedly launched “petition campaigns” to the Qing dynasty from

the 1840s to the 1850s, which was also accorded with Satsumaʼs wishes. This

petition campaign, which was a core issue for the Ryukyuans was also influenced by

the intentions of the West, Qing, and Satsuma, is thus a perfect topic for examining

the position of the Ryukyu kingdom in East Asia during this period. Indeed, many

researchers have already discussed this topic. However, while the general

significance of the petition campaign has been discussed in previous studies, the

specific process of negotiations in Fuzhou by the Ryukyuan envoys has not been

fully clarified.

This paper tries to make up for this lack in previous studies by using the “Shō

Family Documents” 尙家�書, the documents of the ruling house, a historical source

recently opened to the public. First, this paper illustrates the specific negotiation

process of the petition campaign conducted by the Ryukyuan envoys, which has

been overlooked by previous studies. Sections one to three focus on the dispatch of

envoys in 1844, 1846, and 1852, respectively, which were particularly important to

the petition campaign, and describe the negotiations that took place between the

Ryukyuan envoys and the Qing authorities in Fuzhou and Beijing. Secondly, this
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paper examines the role of the Sino-Ryukyuan interpreters, Kakō Tsūji 河口�事,

in the petition campaign. In particular, this paper shows that there existed a human

network extending from Fuzhou to Beijing, and that Ryukyuʼs access to this

network through the Kakō Tsūji was a great help in the favorable development of

the petition campaign. Based on the discussion in sections one to three, section four

examines the personnel on the Qing side who constituted this human network, as

well as the indispensable role of the Kakō Tsūji, who acted as intermediaries

between Qing officials and the Ryukyu envoys.

Through the above observations, this paper reconstructs in concrete terms

how traditional Sino-Ryukyuan relations functioned at the end of the early-modern

period.

THE EXTRADITION OF CHINESE POLITICAL REFUGEES IN

THE SHANGHAI INTERNATIONAL SETTLEMENT DURING

THE REPUBLICAN ERA

KAKU Maika

This article sheds light on the exercise of extraterritoriality by foreigners and its

limits in China through an examination on the treatment of Chinese political

refugees in the Shanghai International Settlement in the Republican era.

Under foreign control, the Shanghai International Settlement was beyond the

reach of Chinese law, and the Chinese government could not exercise sovereign

power over the Chinese who been engaged in anti-government campaigns, which

were considered political offences, after they took refuge in the Settlement.

Beginning in the late Qing era, some Chinese had made use of the Settlement

for political asylum. However, after the Xinhai Revolution, the revolutionariesʼ

frequent comings and goings into the Settlement disturbed the peace of the Chapei

district, the area adjoining the foreign Settlement. Once “revolutionaries,” which

included not only patriots but also rebels motived by personal hatred or gain,

instigated a riot in Chapei and failed, they would flee back to the Settlement.

Therefore, Chinese government and foreign municipal authorities started

negotiations for an agreement to extradite Chinese political refugees in order to

prevent them from using the Settlement as a base for intrigue. However, they were

unable to reach a mutually satisfactory draft agreement. Moreover, these

negotiations presupposed the extension of the foreign Settlement, which the
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