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例 

 

一
、
『
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
関
係
資
料
』
を
主
題
と
す
る
本
書
（
東
洋
学
資
料
叢
刊
第
十
冊
）
は
、
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
岡
本
韋

庵
先
生
文
書
」
よ
り
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
関
係
資
料
を
抜
き
出
し
、
「
原
文
書
篇
」
に
写
真
版
に
よ
る
原
文
書
を
、
「
整
理
稿
篇
」

に
そ
の
整
理
稿
（
活
字
排
印
の
【
資
料
十
二
】
を
除
く
）
を
配
し
、
末
に
「
解
説
」
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
原
文
書
篇
」
に
は
、
原

文
書
十
四
件
に
く
わ
え
て
関
連
資
料
二
件
を
付
録
し
た
。
「
整
理
稿
篇
」
は
、
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
元
稿
を
ⓐ
稿
、
改
訂
稿

を
ⓑ
稿
と
し
て
起
こ
し
た
の
で
、
後
者
が
九
点
ふ
え
て
計
二
十
三
点
に
な
っ
て
い
る
。 

二
、
原
文
書
は
基
本
的
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
訂
正
・
評
点
等
を
朱
書
す
る
も
の
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
「
資
料
三
」
の
末
半
葉

の
カ
ラ
ー
版
を
巻
頭
に
掲
げ
て
お
い
た
。 

三
、
整
理
稿
は
、
元
稿
を
ⓐ
、
改
訂
稿
を
ⓑ
と
し
て
別
に
起
こ
し
た
が
、
改
訂
稿
中
の
抹
消
は
無
視
し
た
。
改
訂
の
筆
に
は
、
墨
書
・
朱
書
の

両
様
が
あ
る
が
、
区
別
の
必
要
の
あ
る
「
資
料
三
」
の
み
｛
墨
書
｝
｛
朱
書
｝
を
注
記
し
た
。 

四
、
整
理
に
際
し
て
は
、
原
文
書
に
合
わ
せ
て
改
行
し
、
一
行
に
収
ま
ら
ぬ
も
の
は
次
行
を
一
次
下
げ
に
し
て
続
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

原
文
書
で
の
評
点
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
整
理
稿
に
は
句
読
点
を
付
し
た
。 

五
、
整
理
稿
で
は
、
不
明
字
は
□ 

、
明
白
な
誤
字
に
は
編
者
に
よ
る
訂
正
を
［
］
内
に
示
し
た
。
字
体
は
原
文
書
ど
お
り
と
す
る
よ
う
に
務
め

た
が
、
以
下
の
も
の
は
便
宜
上
、
通
用
の
字
に
改
め
た
。 

漢
字
で
は
、
事
、
決
、
雖
、
風
、
第
、
睹
、
信
、
書
、
睹
、
の
異
体
字
、
カ
ナ
で
は
、
コ
ト
、
ト
キ
、
ト
モ
、
の
合
成
異
体
字
、
が
そ
れ

で
あ
る
。 

六
、
文
書
の
後
半
が
失
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
未
完
の
も
の
は
、
末
に
、
（
中
断
）
、
と
注
し
た
。 
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【
資
料
一
ⓐ
】 

 
 

東
洋
開
国
商
社
々
則 

  
 

 

東
洋
開
国
商
社
々
則 

第
一 

本
社
ハ
東
洋
開
国
商
社
ト
稱
ス
ヘ
シ
。 

第
二 

本
社
ハ
東
京
府
下 

 
 

 
 

 
 

ニ
設
置
シ
、
支
社
ヲ 

 
 

 

大
坂
神
戸
ニ
分
置
シ
、
出
張
所
ヲ
清
国
上
海
及
各
地
ニ
設
ケ
ル
ヘ
シ
。 

第
三 

本
社
ハ
我
国
産
物
ノ
販
賣
ヲ
盛
大
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
。 

 
 

 

清
國
及
朝
鮮
国
諸
開
港
場
ニ
日
本
市
街
ヲ
開
キ
、
小
賣 

 
 

 

ヲ
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
。 

第
四 

本
社
ノ
株
金
ハ
一
株
五
円
ト
ス
。
一
人
ニ
シ
テ
数
株
ヲ
所
有 

 
 

 

ス
ル
モ
勝
手
タ
ル
ヘ
シ
。
一
期
金
壱
円
ツ
ヽ
拂
込
ト
ス
。 

第
五 

本
社
ニ
入
社
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
資
力
ア
ル
者
ハ
資
金 

 
 

 

ヲ
出
シ
、
物
品
（
我
国
産
ヲ
云
フ
）
ア
ル
者
ハ
物
品
ヲ
以
テ
シ
、
亦 

 
 

 

働
力
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
働
力
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
。 

第
六 

物
品
ヲ
以
テ
入
社
ス
ル
者
及
ヒ
其
他
入
社
ノ
手
續
ハ
、
左
ニ
。 

 
 

 

本
社
創
業
ノ
際
ニ
尽
力
シ
功
労
ア
ル
者
、
及
ヒ
永
ク
業 

 
 

 

務
ニ
従
事
シ
功
労
ア
ル
者
ニ
ハ
、
社
中
協
議
ノ
上
、
相
當
ノ 

 
 

 

株
券
ヲ
附
與
ス
ヘ
シ
。
又 

 
 

 

国
産
物
ヲ
本
社
ニ
預
ケ
、
賣
捌
代
金
ヲ
株
金
ト
ナ
ス
コ
ト 

 
 

 

ヲ
得
ヘ
シ
。
又 

 
 

 

諸
物
品
ヲ
本
社
ニ
依
托
シ
、
右
賣
上
金
高
ノ
中
、
原
價
ヲ 

 
 

 

受
領
シ
、
残
金
潤
量
之
分
ヲ
株
金
ト
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
。 
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【
資
料
一
ⓑ
】 

 
 

善
隣
義
会
規
則 

 

  
 

 

善
隣
義
會
規
則 

第
一 

本
會
ノ
大
旨
ハ
、
支
那
ヲ
始
メ
廣
ク
隣
国
ニ
交
通
シ
テ
、
共
ニ
道
義 

 
 

 
 

ヲ
循
守
シ
、
文
明
ヲ
企
圖
シ
、
大
ニ
物
品
ヲ
交
易
シ
、
国
益
ヲ
長 

 
 

 
 

進
ス
ル
ニ
在
リ
。 

第
二 

本
會
ハ
東
京
府
下 

 
 

 
 

 
 

ニ
設
置
シ
、
支
會
ヲ 

 
 

 

大
坂
神
戸
ニ
分
置
シ
、
出
張
所
ヲ
清
国
上
海
及
各
地
ニ
設
ケ
ル
モ
ノ 

 
 

 
 

ト
ス
。 

第
三 

本
會
ハ
我
国
産
物
ノ
販
賣
ヲ
盛
大
ナ
ラ
シ
メ
ン
ガ
タ
メ
、 

 
 

 

清
國
及
朝
鮮
国
諸
開
港
場
ニ
日
本
市
街
ヲ
開
キ
、
一
切
諸
物
ヲ
小
賣 

 
 

 

ニ
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
。 

第
四 

本
社
ノ
株
金
ハ
一
株
五
円
ト
ス
。
一
人
ニ
シ
テ
数
株
ヲ
所
有 

 
 

 

ス
ル
モ
勝
手
タ
ル
ヘ
シ
。
一
期
ニ
金
壱
円
ヲ
出
ス
ベ
シ
。 

第
五 

本
社
ニ
入
會
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
資
力
ア
ル
者
ハ
資
金 

 
 

 

ヲ
出
シ
、
物
品
ア
ル
者
ハ
物
品
ヲ
出
シ
、
又 

 
 

 

働
力
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
働
力
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
。 

 
 

 

物
品
ヲ
以
テ
入
會
ス
ル
者
及
ヒ
其
他
入
會
ノ
順
序
ハ
、
凡 

第
六 

本
會
創
業
ノ
際
ニ
尽
力
シ
テ
功
労
ア
ル
者
及
ヒ
永
ク
業 

 
 

 

務
ニ
従
事
シ
功
労
ア
ル
者
等
ニ
ハ
、
會
員
協
議
ノ
上
相
當
ノ 

 
 

 

株
券
ヲ
附
與
ス
ヘ
シ
。 

第
七 

株
金
ハ
国
産
物
ヲ
本
會
ニ
預
ケ
、
賣
捌
キ
タ
ル
代
金
ヲ
株
金
ト
爲 

 
 

 
 

ス
コ
ト 

 
 

 

ヲ
得
ヘ
シ
。
又 

 
 

 

諸
物
品
ヲ
本
社
ニ
托
シ
、
右
賣
上
金
高
ノ
中
、
原
價
ヲ 

 
 

 

受
領
シ
、
残
金
潤
量
ノ
分
ヲ
株
金
ト
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
。 
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【
資
料 

二
】 

 
 

善
隣
義
会
四
規 

  
 

善
隣
義
会
四
規 

 

第
一
規 

本
會
大
旨
、
在
合
我
隣
國
人
有
志
者
、
共
講
成
徳
利
用
厚 

生
之
説
。
無
内
無
外
、
一
體
平
交
、
不
存
固
我
、
相
規
相
奨
、
以 

長
智
徳
、
以
圖
公
益
。 

 

第
二
規 

入
此
會
者
、
各
捐
金
多
少
、
以
為
行
善
之
資
。
其
人
不
拘
何 

種
、
皆
可
列
會
。
其
金
皆
托
諸
銀
舗
、
従
輿
議
決
其
使
用
法
。 

如
設
學
校
聘
賢
士
、
編
纂
諸
書
、
及
招
衆
工
、
新
興
一
切
事 

業
等
項
、
議
■
既
決
、
以
従
其
事
、
則
不
復
較
其
小
利
害
。
盖 

本
為
義
擧
、
故
不
以
小
害
廃
大
功
也
。
編
著
諸
書
、
及
製
造 

器
物
等
、
皆
従
會
幹
協
議
、
減
定
價
幾
分
、
以
交
會
員
。 

 

第
三
規 

入
此
會
者
、
欲
其
道
徳
純
粋
、
為
内
外
人
模
範
。
虚
心
遜
志
、 

固
其
所
宜
、
不
得
自
尊
自
大
、
軽
蔑
外
人
。
盖
斯
横
目
之
族
、 

而
有
頑
陋
難
諭
者
、
莫
非
吾
黨
分
内
之
事
、
當
諄
々
誘
掖 

以
庶
幾
其
進
開
明
之
域
。
況
於
同
文
諸
國
之
民
乎
。
又
不 

得
軽
侮
先
賢
之
言
、
攻
撃
異
端
之
説
。
盖
孔
子
之
道
至
正 

至
公
、
實
為
最
上
至
極
之
訓
典
。
吾
黨
遵
奉
不
怠
、
所
以
體 

天
心
盡
人
職
。
而
老
聃
釈
迦
、
亦
皆
古
之
博
大
真
人
、
其
言 

不
同
、
莫
非
因
俗
立
教
。
吾
儕
後
生
當
以
意
逆
志
、
發
其
道 

法
之
妙
、
以
救
斯
民
於
迷
途
也
。
故
列
此
會
者
、
毋
論
浮
屠 

者
流
、
皆
必
一
體
平
交
、
要
在
磨
練
材
徳
、
以
長
公
益
。
至
於 

冠
婚
葬
祭
諸
儀
、
皆
要
従
古
禮
増
損
斟
酌
、
務
全
其
真
、
不 

得
徒
競
虚
美
、
耗
散
貨
財
及
互
相
誹
謗
。 

 

第
四
規 

毎
月
會
同
一
次
、
始
于
午
後
一
時
、
終
于
午
後
六
時
。
必
聘 

徳
望
者
為
賓
師
、
講
論
道
藝
、
畢
行
饗
禮
。
其
餘
並
置
一
爵 

一
肉
、
皆
係
自
費
。
擇
時
價
最
廉
能
養
體
者
、
使
數
人
料
理 

之
。
不
得
強
旁
人
飲
、
獻
酬
交
錯
。 
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【
資
料
三
】 

 
 

善
隣
義
会
五
規 

  
 

善
隣
義
會
五
規 

 

一
吾
黨
結
社
之
意
、
在
合
我
同
文
諸
国
人
、
有
志
於
斯
民
者
、
與 

 

講
天
人
之
道
、
博
修
五
洲
之
学
。
無
内
無
外
、
一
骵
平
交
、
不
存 

 

固
我
、
相
規
相
奨
、
以
長
智
徳
、
以
圖
公
益
、
以
固
唇
齒
相
保
之 

 

勢
、
以
尽
同
舟
共
濟
之
義
。
盖
欲
俾
同
文
諸
国
人
民
、
均
躋
開 

 

化
之
域
、
以
永
保
天
禄
於
亜
細
亜
洲
内
、
不
得
不
従
事
於
此
。 

一
凡
欲
入
此
會
者
、
各
捐
多
少
金
、
以
爲
行
善
之
資
。
若
其
有
志 

 

人
、
不
拘
何
種
、
皆
可
得
列
于
會
。
其
保
管
資
金
者
、
必
撰
其
人
。 

 

至
於
使
用
方
法
、
則
社
員
投
票
、
以
決
其
可
否
。
如
設
學
校
、
營 

 

聖
廟
、
聘
賢
士
、
招
衆
工
、
及
発
兌
日
報
、
編
纂
諸
書
、
新
興
一
切 

 

公
益
等
項
、
議
既
決
、
以
從
其
事
、
則
不
復
較
其
小
利
害
。
蓋
本 

 

爲
義
舉
、
故
不
得
以
小
害
廃
大
功
。 

一
凡
入
此
會
者
、
欲
其
道
徳
純
粋
、
爲
内
外
人
模
範
。
虚
心
遜
志
、 

 

固
其
所
宜
、
不
得
自
尊
自
大
、
輕
蔑
外
人
。
盖
斯
横
目
之
族
、
而 

 

有
頑
陋
難
諭
者
、
莫
非
吾
黨
分
内
之
事
、
則
當
諄
々
誘
掖
、
以 

 

庶
幾
其
進
開
明
之
域
。
況
於
亜
細
亜
諸
国
同
文
同
種
之
民 

 

乎
。
又
不
得
輕
侮
聖
賢
之
言
、
攻
撃
異
端
之
説
。
盖
孔
子
之
道 

 

即
天
地
之
道
、
至
正
至
公
、
至
精
至
純
、
實
爲
最
上
至
極
宇
宙 

 

第
一
之
訓
典
。
吾
黨
遵
奉
不
怠
、
所
以
骵
天
心
、
尽
人
職
。
而
老 

 

聃
釈
迦
、
亦
皆
古
之
博
大
真
人
、
均
爲
亜
細
亜
之
精
神
。
而
其 

 

言
之
不
同
、
畢
竟
因
俗
立
教
之
故
。
吾
儕
後
生
、
當
以
意
逆
志
、 

 

発
其
道
法
之
妙
、
以
救
斯
民
於
迷
途
也
。
故
入
此
會
者
、
毋
論 

 

浮
屠
者
流
、
皆
必
一
骵
平
交
、
唯
在
磨
煉
智
徳
、
以
成
教
于
国
。 

一
毎
月
會
議
一
次
、
以
第
二
日
曜
日
爲
之
。
始
于
午
後
一
時
、
終 

 

於
八
時
。
置
一
爵
一
肉
、
若
茶
與
煙
草
、
從
各
人
所
欲
。 

一
必
有
會
長
、
姑
且
不
定
其
人
。
假
撰
一
名
、
總
攝
庶
務
。
其
諸
員 

 

月
俸
、
唯
取
其
充
衣
食
。
俟
有
功
効
、
乃
論
増
俸
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監
輔
草 

 
伏
乞 

大
正
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(

重
野
安
繹 

三
島
毅 

評
語)

 

 
若
其
句
、
約
作 

其
人
二
字
。
｛
墨
書
｝ 

  

若
夫
一
句
削
。 

種
下
、
補
人 

字
。
｛
朱
書
｝ 

  

虚
心
上
、
補
故 

字
。
｛
朱
書
｝ 

  

学
者
不
可
無 

此
天
空
海
濶 

之
量
。
｛
朱
書
｝ 

  

包
括
釈
老
、
皆 

在
我
度
内
。
議 

論
更
洪
大
、 

先
獲
我
心 

矣
。
不
得
不
加 

圏
。
｛
朱
書
｝ 

  

善
隣
義
会
、
洵
為
盛
挙
。
使
彼
此
人
士
果
行
之
、
東
洋
全
局 

之
幸
福
也
。
但
事
極
遠
大
、
不
能
驟
挙
行
。
然
人
能
存
此
遠
志
、
蓄 

此
偉
略
、
雖 

其
事
未
行
、
亦
為
有
益
乎
國
家
矣
。 

 

安
繹
妄
評
｛
墨
書
｝ 

 

 

｛
安
繹
妄
評
の
右
行
｝
中
洲
三
島
毅
妄
言
｛
朱
書
｝
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【
資
料
四
ⓐ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
一
稿
〕 

  
 

 

善
隣
協
会
主
旨 

清
韓
與
我
鼎
立
東
亞
、
利
害
所
關
、
有
如
唇
歯
輔
車
。
三
國 

同
心
戮
力
、
平
時
則
文
獻
相
資
、
有
事
則
緩
急
相
濟
、
以
厚 

隣
交
乎
。
雖
泰
西
列
強
、
孰
敢
侮
之
。
若
其
不
然
、
猜
疑
相
鬩 

以
失
和
親
、
則
所
謂
蚌
鷸
之
爭
。
爲
漁
人
之
利
者
。
雖
欲
不 

胥
及
溺
、
得
乎
。
自
我
国
中
世
通
好
隋
唐
三
韓
以
来
、
儒
教 

東
漸
、
盛
行
海
内
、
典
章
文
物
、
資
于
彼
者
極
多
矣
。
其
徳
亦 

不
可
諼
也
。
輓
近
風
氣
一
變
、
泰
西
諸
邦
、
文
化
興
旺
。
我 

 

皇
上
登
極
之
初
、
廣
察
宇
内
之
情
勢
、
取
彼
長
補
我
短
、
鋭 

意
革
新
。
于
茲
三
十
餘
年
、
遂
得
與
歐
美
列
國
比
肩
駢
鑣
。 

而
清
韓
兩
國
、
墨
守
舊
株
、
積
衰
不
振
。
内
憂
外
患
、
又
相
續 

起
、
殆
有
四
分
五
裂
之
勢
。
不
及
今
爲
之
計
、
恐
至
不
可
拯
、 

而
我
國
亦
將
受
其
禍
。
此
憂
國
之
士
、
所
日
夜
寒
心
弗
措 

也
。
於
是
志
士
慷
慨
決
起
、
于
新
報
于
政
論
于
通
商
于
工 

務
、
會
友
訂
盟
、
以
講
兩
國
之
利
害
者
、
陸
續
相
接
。
此
時
勢 

使
之
然
也
。
雖
然
、
持
危
扶
顛
、
自
有
本
末
。
想
方
今
之
事
、
更 

有
最
急
者
焉
。
夫
兩
國
所
以
致
今
日
之
弊
者
、
豈
非
以
其 

尊
内
卑
外
、
貴
古
賤
今
、
而
不
曉
當
今
形
勢
乎
。
果
然
、
其
匡 

救
之
道
無
他
、
在
博
採
他
邦
之
學
術
、
以
育
其
實
才
、
旁
求 

近
世
新
説
以
啓
其
知
見
而
已
矣
。
而
其
法
莫
如
譯
術
我 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
中
断
） 
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【
資
料
四
ⓑ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
一
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

清
韓
與
我
鼎
立
東
方
、
利
害
所
關
、
有
如
唇
歯
輔
車
。
三
國 

同
心
戮
力
、
當
平
世
文
獻
相
資
、
有
事
緩
急
相
濟
、
則 

雖
泰
西
列
強
、
孰
敢
侮
之
。
若
其
不
然
、
猜
疑
相
鬩
、 

各
自
孤
立
、
則
是
所
謂
唇
亡
歯
寒
者
、
不
尤
可
畏
哉
。 

我
国
創
見
最
古
、
忠
厚
成
風
。
而
自
中
世
通
好
隋
唐
三
韓
以
来
、
儒
教 

盛
行
乎
海
内
、
典
章
文
物
、
煙
然
修
挙
、
其
徳
固 

不
可
諼
也
。
輓
近
風
氣
一
變
、
泰
西
諸
邦
、
文
藝
旺
盛
、
有
過
東
土
哉
。 

皇
上
登
極
之
初
、
廣
察
宇
内
之
情
勢
、
取
彼
之
長
、
補
我
之
短
、
鋭 

意
革
新
、
于
茲
三
十
餘
年
、
遂
得
與
歐
米
列
國
比
肩
駢
鑣
。 

而
清
韓
兩
國
、
陵
夷
不
振
、
内
憂
外
患
継 

起
。
或
恐
分
崩
離
柝
［
析
］
、
至
不
可
収
拾
、
遂
外
客
乘
釁
、 

而
我
國
亦
將
大
受
其
禍
矣
。
此
憂
國
之
士
之
所
日
夜
寒
心
弗
措 

也
。
於
是
乎
奮
然
決
起
、
于
新
報
于
政
論
于
工
商
、 

會
友
訂
盟
、
以
講
兩
國
利
害
者
、
接
踵
相
望
。
孰
不
謂
兩
國 

尊
内
卑
外
、
貴
古
賤
今
、
而
不
知
海
外
今
日
之
形
勢
、
所
以
致
衰
絀
已
甚 

 

也
。
然
而
更 

有
一
事
尤
急
者
焉
。 

博
採
他
邦
學
術
、
以
育
其
才
能
、
旁
求 

近
世
新
説
、
以
宏
其
識
量
者
是
已
。
其
法
莫
如
譯
術
我 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
中
断
） 
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【
資
料
五
ⓐ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
二
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
三
國
鼎
峙
東
洋
、
以
成
唇
車
輔
車
之
勢
、
彼
此
関 

係
綦
重
且
大
矣
。
三
國
協
和
扶
持
、
當
平
世
文
物
相
資
、
有 

事
交
相
應
援
、
以
企
圖
富
強
也
。
泰
西
列
國
、
何
由
得
窺
我 

釁
隙
、
施
其
詐
術
焉
。
儻
或
不
然
、
袖
手
冷
眼
旁
観
、
甚
至
猜 

疑
反
目
、
互
相
背
馳
唾
棄
、
曾
無
之
回
顧
乎
。
是
所
謂
唇
亡 

歯
寒
者
、
雖
欲
國
之
不
滅
、
民
之
安
居
、
得
乎
。
是
理
勢
之
極 

易
睹
者
也
。
我
大
日
本
帝
國
、
自
夙
察
宇
内
之
大
勢
、
務
採 

泰
西
文
物
技
藝
、
鋭
意
規
圖
革
新
。
以
來
三
十
餘
年
、
于
茲 

幸
獲
與
歐
米
列
國
比
肩
駢
鑣
。
而
清
韓
両
國
、
積
衰
不
振
、 

内
憂
外
患
、
相
因
婁
臻
、
殆
有
分
崩
離
柝
［
析
］
之
勢
。
不
及
今
爲 

之
計
、
恐
至
不
可
収
拾
、
而
我
帝
國
亦
從
之
、
必
受
其
禍
矣
。 

是
憂
世
之
士
之
所
寒
心
弗
措
也
。
於
是
有
志
士
攘
臂
而 

興
者
、
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
學
校
于
政
事
、
訂
盟
立
約
、
以 

爲
兩
國
謀
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
種
事
業
、
固
爲
今
日
急
務
、
不 

得
缺
一
、
而
又
自
有
尤
急
者
焉
。
彼
兩
國
所
以
致
有
今
日 

之
危
者
、
豈
非
以
咀
嚼
古
道
而
不
通
時
変
、
墨
守
舊
染
陋 

規
而
不
達
今
日
文
化
乎
。
苟
欲
匡
救
之
、
非
據
泰
西
新
説 

啓
発
其
知
見
、
不
可
。
而
據
西
説
発
知
見
、
莫
若
擇
其
易
通 

之
書
、
著
譯
述
以
授
之
。
彼
既
具
文
明
之
知
識
、
通
今
日
情 

況
、
則
舊
染
汚
俗
自
消
、
革
新
之
實
日
擧
、
而
富
強
之
功
可 

坐
而
致
也
。
故
今
日
爲
両
國
計
者
、
莫
急
於
譯
述
西
書
徧 

授
其
國
人
。
本
會
欲
專
當
此
任
、
以
啓
迪
両
國
士
庶
。
此
所 

以
順
氣
運
適
時
勢
、
即
所
以
代
國
家
、
盡
操
觚
之
責
也
。 

 

附
言 

本
會
本
屬
純
然
學
問
教
育
之
團
隊
、
絶
無
與
政
事
相
關
。 

官
民
一
骵
、
内
外
無
別
、
凡
爲
學
術
投
資
金
以
賛
襄
此
業 

者
、
盡
称
會
友
。
且
使
服
勞
者
、
収
若
干
報
酬
價
銀
、
不
附
別 

式
名
目
。
立
幹
事
二
名
、
書
記
數
名
、
執
掌
事
務
。
不
置
會
長 
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總
理
等
、
従
會
友
公
論
而
措
辨
之
。 

創
設
之
際
、
募
資
金
於
官
民
、
以
刊
行
一
切
書
籍
。
至
普
及 

清
韓
士
庶
之
後
、
儲
其
所
得
、
以
維
持
本
會
、
傳
諸
永
世
。 

 
 

譯
述
方
法 

一 

一
定
譯
字
、
逐
次
編
成
字
書
。 

一 

泰
西
之
書
、
率
皆
引
用
過
繁
、
其
言
不
免
冗
漫
、
動
輒 

 
 

累
千
万
言
。
初
学
者
茫
洋
殆
乎
無
由
津
涯
。
本
會
務 

 
 

節
約
之
、
庶
乎
一
讀
得
其
要
領
矣
。 

一 

會
友
必
以
專
門
學
士
一
世
所
推
者
爲
之
。
凡
有
所 

 
 

譯
述
、
必
使
其
仔
細
点
閲
、
以
期
不
致
誤
謬
、
然
後
刊 

 
 

行
之
。 
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【
資
料
五
ⓑ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
二
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
三
國
鼎
峙
東
方
、
以
成
唇
歯
輔
車
之
勢
。
彼
此
関 

係
、
綦
重
且
大
矣
。
三
國
協
和
扶
持
、
當
平
世
文
物
相
資
、
有 

事
交
相
應
援
、
以
規
圖
富
強
也
。
泰
西
列
國
競
試
暴
威
者
、
何
由
得
窺
我 

釁
隙
、
施
其
詐
術
焉
。
若
其
不
然
、
或
冷
眼
旁
観
、
或
袖
手
不
顧
、
如
四 

 

躰
麻
痺
不
知
痛
痒
者
、
或
猜 

疑
反
目
、
互
相
唾
棄
、
而
各
自
孤
立
乎
。
是
所
謂
唇
亡 

歯
寒
者
、
雖
欲
國
之
不
滅
、
民
之
安
居
、
得
乎
。
是
理
勢
之
極 

易
睹
者
也
。
我
大
日
本
帝
國
、
自
古
忠
厚
成
俗
、
孝
敬
無
二
。
及
應
神
朝
、 

 

儒
教
東
漸
、
周
孔
大
道
、
秩
然
章
明
、
國
家
名
分
大
修
。
孝
徳
天
智
朝
、 

取
長
隋
唐
、
百
度
燦
然
可
観
。
而
後
世
陵
夷
者
尚
矣
、
可
不
慨
哉
。
至 

今
上
御
宇
、
鑒
乎
皇
祖
皇
宗
之
遺
訓
、
夙
察
宇
内
大
勢
、
務
採 

泰
西
文
物
技
藝
。
自
此
以
來
、
鋭
意
革
新
、
三
十
餘
年
、 

幸
獲
與
歐
米
列
國
比
肩
駢
轡
。
而
清
韓
両
國
、
積
衰
不
振
、 

内
憂
外
患
相
因
、
災
害
荐
臻
、
殆
有
分
崩
離
柝
［
析
］
之
勢
。
不
及
今
爲 

之
計
、
恐
至
不
可
収
拾
、
而
我
帝
國
亦
將
受
其
禍
矣
。 

是
憂
世
之
士
之
所
寒
心
弗
措
也
。
於
是
有
奮
然
攘
臂
而 

興
者
、
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政
論
、
訂
盟
立
約
、
以 

爲
兩
國
謀
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
事
業
、
固
爲
今
日
急
務
、
不 

得
廃
一
。
而
又
有
尤
急
者
焉
。
彼
両
國
所
以
致
有
今
日 

之
厄
者
、
豈
非
以
咀
嚼
古
義
而
不
察
時
変
、
墨
守
歴
代
陋 

規
而
不
知
近
世
文
化
乎
。
苟
欲
匡
救
之
、
非
據
泰
西
新
説
、 

啓
蒙
訂
頑
、
以
養
其
知
思
、
不
可
。
其
法
莫
若
擇
西
書
易
通 

者
、
譯
述
以
授
之
。
彼
知
識
日
新
月
進
、
漸
通
各
國
今
日
之
情
、 

則
舊
染
汚
俗
、
自
然
消
靡
、
而
文
明
富
強
之
功
、
可 

坐
而
致
也
。
故
今
日
爲
両
國
計
者
、
莫
急
於
譯
述
西
書
徧 

授
其
國
人
。
本
會
欲
專
當
此
任
、
以
啓
迪
両
國
士
庶
、
所 

以
順
氣
運
適
時
勢
、
即
所
以
代
國
家
盡
職
分
也
。 

 

附
言 

本
會
本
屬
純
然
學
問
教
育
之
團
隊
、
絶
不
與
政
事
相
關
。 

官
民
一
例
、
内
外
無
別
、
有
爲
學
術
投
資
金
以
賛
襄
此
挙 

者
、
盡
列
會
友
。
且
使
服
其
勞
者
、
収
若
干
報
酬
價
銀
。 

立
幹
事
二
名
、
書
記
數
名
、
整
理
事
務
。
不
置
會
長 
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總
理
等
、
従
會
友
公
論
而
措
辨
之
。 

創
建
之
際
、
募
資
金
於
官
民
、
以
刊
行
一
切
書
籍
。
至
徧
敷 

清
韓
士
庶
之
後
、
儲
其
所
得
、
以
維
持
本
會
、
傳
諸
永
世
。 

 
 

譯
述
方
法 

一 

一
定
譯
字
、
逐
次
編
成
字
書
。 

一 

泰
西
之
書
、
率
皆
引
用
過
多
、
其
言
不
免
冗
漫
、
動
輒 

 
 

累
千
万
言
。
初
学
者
茫
洋
殆
乎
無
津
涯
。
本
會
務 

 
 

節
約
之
、
庶
乎
一
讀
得
其
要
領
矣
。 

一 

會
友
以
專
門
學
士
一
世
所
服
者
爲
之
。
凡
有
所 

 
 

譯
述
、
使
其
仔
細
点
閲
、
以
期
不
致
誤
謬
、
然
後
刊 

 
 

行
之
。 

（
欄
外
書
込
） 

周
孔
之
道
、
終
古
不
磨
、
如
日
星 

麗
乎
天
。
而
其
政
術
与
時
変
化
、 

以
不
可
易
已
。
彼
両
国 

之
民
、
拘
泥
末
節
而
昏
於
爲
政
。 

生
今
之
世
、
反
古
之
道
、
宜
乎
其 

致
有
今
日
也
。 
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【
資
料
六
ⓐ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
三
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
三
國
鼎
峙
東
方
、
以
成
唇
歯
輔
車
之
勢
、
彼
此
關 

係
綦
重
且
大
矣
。
三
國
協
和
提
挈
扶
持
、
當
平
世
文
物
相 

資
、
有
事
互
交
應
援
、
以
規
圖
富
強
也
、
泰
西
列
国
逞
暴
威 

者
、
何
由
得
窺
我
釁
隙
、
施
其
詐
術
焉
。
若
其
不
然
、
或
冷
眼 

旁
観
、
或
袖
手
不
顧
、
如
四
躰
麻
痺
不
省
痛
痒
者
、
或
猜
疑 

反
目
唾
棄
、
而
各
自
孤
立
乎
。
是
所
謂
唇
亡
歯
寒
者
、
雖
欲 

國
之
不
滅
、
民
之
不
殲
、
得
乎
。
是
理
勢
之
極
易
睹
者
也
。
我 

大
日
本
帝
國
、
自
古
忠
厚
成
性
、
孝
敬
無
二
。
及
儒
教
東
漸
、 

周
孔
大
道
、
秩
然
章
明
、
國
家
名
分
大
修
。
孝
徳
朝
、
取
長
隋 

唐
、
百
度
燦
然
可
觀
。
而
後
世
風
化
陵
夷
者
尚
矣
、
可
不
慨 

哉
。
至
今
上
御
宇
、
鑒
于
祖
宗
之
遺
訓
、
夙
察
宇
内
大
勢
、
務 

採
遠
西
文
物
技
藝
。
自
此
以
來
、
鋭
意
革
新
、
三
十
餘
年
、
幸 

獲
與
歐
米
各
國
比
肩
駢
轡
。
而
清
韓
兩
國
、
積
衰
不
振
、
内 

憂
外
患
相
因
、
災
害
荐
臻
、
殆
有
分
崩
離
柝
［
析
］
之
勢
。
不
及
今 

爲
之
計
、
恐
至
不
可
収
拾
、
而
我
帝
國
亦
將
受
其
禍
矣
。
是 

憂
世
之
士
之
所
寒
心
弗
措
也
。
於
是
有
奮
然
攘
臂
而
起 

者
、
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政
論
、
訂
盟
立
約
、
以
爲 

兩
國
計
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
事
業
、
固
爲
今
日
急
務
、
不
可 

廃
一
、
而
又
有
尤
急
者
焉
。
彼
両
國
所
以
致
有
今
日
之
難 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
中
断
） 
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【
資
料
六
ⓑ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
三
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
三
國
鼎
峙
東
土
、
其
勢
相
関
、
有
類
唇
歯
輔
車
。 

三
國
一
心
協
和
扶
持
、
當
平
世
文
献
往
来
相 

資
、
一
旦
有
事
、
彼
此
策
應
救
援
也
、
雖
有
強
暴
者
、 

悪
得
乘
我
釁
隙
焉
。
若
其
不
然
、
或
冷
眼 

旁
観
、
或
袖
手
不
問
、
如
四
躰
麻
木
不
省
痛
痒
者
、
或
猜
疑 

反
目
唾
罵
、
而
各
自
孤
立
獨
行
乎
。
是
所
謂
唇
亡
歯
寒
者
、
雖
欲 

國
力
旺
盛
、
民
物
康
阜
、
得
乎
。
是
理
勢
之
極
易
睹
者
也
。
我 

大
日
本
帝
國
、
自
古
忠
孝
成
性
。 

周
孔
名
教
、
秩
然
大
修
。
通
好
隋
唐
、
情
交
甚
密
。
西
南
諸
国
莫
不
來
王
。 

而
後
世
風
化
萎
靡
不
振
者
、
千
有
餘
載
矣
、
是
果
誰
之
過
也
。 

及
今
上
明
治
御
宇
、
廣
察
宇
内
形
情
、
網
羅 

遠
西
文
藝
、
鋭
意
革
新
、
三
十
有
餘
年
、
纔 

獲
與
歐
米
各
國
比
肩
駢
轡
。
雖
因
天
皇
聖
明
、
臣
民
奉
行
不
怠
、
抑
亦
祖 

 

宗
英
霊
使
之
然
也
。
而
清
韓
兩
國
積
衰
不
起
、
内 

憂
外
患
相
因
、
殆
有
四
分
五
裂
之
患
、
未
審
彼
国
臣
民
誰
能
糾
合
之
者 

 

也
。
不
及
今 

爲
之
計
、
恐
至
不
可
収
拾
、
而
我
帝
國
亦
將
大
受
其
災
矣
。
此 

憂
世
之
士
之
所
寒
心
弗
措
也
。
於
是
有
奮
然
攘
臂
決
起 

者
、
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政
論
、
訂
盟
立
約
、
以
爲 

彼
我
計
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
事
業
、
固
爲
今
日
急
務
、
不
可 

廃
一
、
而
又
有
尤
急
者
焉
。
彼
両
國
所
以
致
有
今
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
中
断
） 
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【
資
料
七
ⓐ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
四
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
三
國
鼎
峙
東
土
、
其
勢
相
關
、
有
類
唇
歯
輔
車
。
三 

國
一
心
協
和
扶
持
、
當
平
時
文
献
往
来
相
資
、
有
事
彼
此 

策
應
接
済
也
、
雖
有
強
暴
者
、
悪
得
遽
窺
我
釁
隙
焉
。
若
其 

不
然
、
或
冷
眼
旁
観
、
袖
手
不
問
、
如
四
躰
麻
木
之
人
、
未
曽 

省
一
身
痛
痒
、
或
猜
疑
反
目
唾
罵
、
而
各
自
孤
立
獨
行
乎
。 

是
所
謂
唇
亡
歯
寒
者
、
雖
欲
國
勢
不
動
、
民
物
康
阜
、
得
乎
。 

我
大
日
本
帝
國
、
自
古
忠
厚
成
性
、
孝
敬
無
二
。
周
孔
名
教
、 

秩
然
大
修
。
通
好
隋
唐
、
情
交
甚
密
、
西
南
諸
蕃
莫
不
來
王
。 

而
後
世
風
教
萎
靡
不
振
者
、
千
有
餘
載
矣
、
是
果
誰
之
過 

也
。
及
今
上
明
治
之
初
、
廣
察
宇
内
情
勢
、
網
羅
遠
西
文
藝
、 

鋭
意
革
新
、
励
精
圖
治
、
于
茲
三
十
有
餘
年
、
纔
獲
與
歐
米 

各
國
比
肩
駢
轡
。
雖
藉
君
徳
聖
叡
、
臣
民
奉
行
匪
懈
、
抑
亦 

祖
宗
使
之
然
也
。
而
清
韓
兩
國
積
衰
不
起
、
内
憂
外
患
相 

因
、
殆
有
四
分
五
裂
之
勢
、
未
審
彼
国
臣
民
誰
能
救
回
之 

者
也
。
不
及
今
爲
之
計
、
切
恐
至
不
可
収
拾
、
而
我
帝
國
亦 

將
大
受
其
禍
矣
。
是
憂
世
之
士
之
所
寒
心
弗
措
也
。
於
是 

有
奮
然
攘
臂
決
起
者
、
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政 

論
、
訂
盟
立
約
、
以
爲
彼
我
計
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
事
業
、
固 

爲
今
日
急
務
、
不
可
廃
一
、
而
又
有
尤
急
者
焉
。
彼
両
國
所 

以
致
有
今
日
者
、
豈
非
以
其
食
古
不
化
、
固
陋
自
甘
、
而
不 

知
今
日
爲
何
如
世
界
乎
。
周
孔
大
訓
、
終
古
炳
焉
、
如
日
月 

麗
乎
天
。
而
其
政
術
與
時
変
化
、
不
可
易
已
。
両
國
之
人
、
拘 

泥
末
節
、
昏
乎
爲
政
、
生
乎
今
之
世
、
反
古
之
道
。
宜
乎
其
致 

衰
絀
日
甚
也
。
苟
欲
匡
救
之
、
非
據
泰
西
新
説
、
啓
蒙
訂
頑
、 

以
長
其
知
見
、
不
可
。
而
其
法
莫
若
擇
西
籍
易
通
者
、
譯
述 

以
授
之
。
彼
知
識
日
進
、
漸
通
各
國
今
日
之
情
、
則
舊
染
汚 

俗
、
自
然
氷
消
。
而
富
強
文
明
之
功
、
可
翹
足
而
竢
、
其
勢
將 

見
一
變
至
於
古
昔
盛
代
。
西
北
諸
国
、
斂
衽
聴
命
、
其
所
以 

裨
益
我
國
風
教
者
、
可
勝
言
哉
。
今
日
爲
清
韓
慮
、
莫
急
於 

訳
述
西
籍
、
徧
授
其
國
人
。
吾
黨
欲
當
此
任
、
以
效
報
國
孤 

忱
、
是
所
以
有
本
會
之
設
也
、
亦
悪
可
已
乎
哉
。 

 

附
言 
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本
會
係
學
問
教
育
一
邊
、
絶
不
與
政
論
相
關
。
官
民
一
例
、 

内
外
無
別
、
有
投
資
金
以
賛
襄
此
挙
者
、
無
清
韓
人
、
尽
列 

會
友
。
且
使
服
其
勞
者
、
収
若
干
酬
銀
。
立
幹
事
二
名
、
書
記 

數
名
、
整
理
事
務
。
不
置
會
長
總
理
等
、
従
會
友
公
論
而
措 

辨
之
。 

創
建
之
際
、
募
資
金
於
官
民
、
以
刊
行
一
切
書
籍
。
竢
徧
布 

清
韓
士
庶
之
後
、
漸
儲
其
所
得
、
以
維
持
本
會
、
傳
諸
永
世
。 
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【
資
料
七
ⓑ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
四
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

日
清
韓
與
我
鼎
峙
東
方
、
利
害
相
關
、
有
類
唇
歯
輔
車
。
三 

國
一
心
協
和
、
當
平
世
文
献
往
来
相
資
、
有
事
竭
力
相
扶 

持
也
、
雖
有
強
暴
者
、
悪
得
逞
其
毒
噬
焉
。
若
其 

不
然
、
或
冷
眼
旁
観
、
袖
手
不
問
、
如
麻
木
人
不 

省
痛
痒
、
或
彼
此
猜
疑
睍
々
側
目
、
而
各
自
孤
立
惸
々
孑
然
乎
。
則 

是
所
謂
唇
亡
歯
寒
者
、
雖
欲
其
不
淪
胥
、
得
乎
。 

我
大
日
本
國
、
自
上
世
習
尚
忠
厚
、
渾
樸
自
然
。
及
与
三
韓
隋
唐
交
通
、 

 

周
孔
名
教
東
漸 

文
物
燦
然
其
備 

其
徳
固
不
可
諼
也
。
嗣
後
風
化
萎
靡
者
、
殆
一
千
載
、
得
非
以
学
者
流
無 

 

人
乎
。 

及
今
上
登
極
之
初
、
遠
覧
宇
内
氣
運
進
化
之
状
、
網
羅
泰
西
各
国
之
百
科 

 

學
藝
、 

取
長
補
短
、
無
所
不
至
。
鋭
意
革
新
、
励
精
圖
治
、
于
茲
三
十
有
餘
年
、 

 

幸
獲
與
歐
米 

列
強
比
肩
駢
轡
。
而
清
韓
兩
國
、
積
衰
不
振
、
與
我
国
中
古
一
揆
、
加
之 

 

以
有
外
患
、 

殆
有
四
分
五
裂
之
勢
、
何
人
能
爲
之 

者
。
切
恐
致
有
封
豕
長
蛇
、
乘
其
釁
隙
、
而
我
帝
國
亦 

將
大
受
其
禍
。
一
念
及
此
、
可
爲
痛
憤
流
涕
長
大
息
也
。
於
是 

有
志
士
奮
然
決
起
者
、
前
後
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政 

論
于
通
商
、
訂
盟
立
約
、
以
爲
両
国
慮
、
安
可
已
也
。
此
等
事
業
、
固 

爲
赴
時
急
務
、
而
又
有
一
種
尤
急
者
焉
。
熟
思
両
國
所 

以
致
有
今
日
之
状
者
、
豈
非
以
其
食
古
不
化
、
固
陋
自
甘
、
而
不 

察
知
輓
近
各
國
爲
何
情
態
乎
。
周
孔
訓
典
、
終
古
炳
焉
、
如
日
月 

麗
乎
天
、
而
其
政
術
與
時
変
化
者
、
固
不
可
易
已
。
両
國
學
者
、
拘 

泥
末
節
、
昏
乎
爲
政
、
生
乎
今
之
世
、
反
古
之
道
。
宜
乎
其
致 

衰
絀
日
甚
也
。
苟
欲
匡
救
之
、
非
據
今
世
説 

以
長
其
知
見
、
不
可
。
而
其
法
莫
如
檢
我
国
曁
泰
西
典
籍
有
用
者
、
逐
次 

 
譯
述 

以
授
之
。
彼
既
通
各
國
今
日
之
情
、
則
舊
染
汚 

俗
、
自
然
氷
消
、
而
富
強
文
明
之
功
、
可
翹
足
而
竢
。 
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其
所
以 

裨
益
我
國
風
教
者
、
果
何
如
哉
。 

吾
黨
欲
當
訳
述
之
、
以
洽
同
文
之
慶
、 

是
所
以
有
本
會
之
設
也
。
切
望
博
雅
賛
襄
、
不
勝
區
々
憂
國
之
至
情
。 

 

附
言 

本
會
專
主
教
学
一
邊
、
不
與
政
論
相
關
。
官
民
一
例
、 

内
外
無
別
、
有
投
資
金
以
賛
襄
此
挙
者
、
無
清
韓
人
、
尽
列 

會
友
。
且
使
服
其
勞
者
、
収
若
干
酬
銀
。
常
立
幹
事
二
名
、
書
記 

數
名
、
整
理
事
務
。
不
置
會
長
總
理
等
、
凡
事
従
會
友
公
論
而
措 

辨
之
。 

設
會
之
初
、
募
資
金
於
官
民
、
刊
行
一
切
書
籍
。
及
徧
布 

清
韓
士
庶
、
漸
儲
其
所
得
、
以
維
持
本
會
、
傳
諸
永
世
。 



 

- 85 - 

【
資
料
八
ⓐ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
五
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

清
韓
與
我
鼎
立
東
方
、
利
害
所
關
、
有
類
唇
歯
輔
車
。
三
國 

一
心
協
和
、
當
平
世
文
献
往
来
相
資
、
有
事
竭
力
相
扶
持 

也
、
雖
有
強
暴
者
、
悪
得
遽
逞
其
毒
噬
焉
。
若
其
不
然
、
或
冷 

眼
旁
観
、
袖
手
不
問
、
如
麻
木
人
不
省
痛
痒
、
或
彼
此
猜
疑
、 

睍
々
相
讒
、
而
各
自
孤
立
孑
然
乎
。
則
是
所
謂
唇
亡
歯
寒 

者
、
雖
欲
其
不
淪
胥
、
得
乎
。
我
大
日
本
國
、
自
上
世
習
尚
忠 

厚
、
渾
樸
自
然
。
及
與
三
韓
隋
唐
交
通
、
周
孔
之
教
東
漸
、
典 

章
文
物
、
燦
然
修
飭
、
其
徳
固
不
可
諼
也
。
爾
後
風
化
陵
替 

者
、
殆
一
千
載
、
非
以
學
者
無
其
人
乎
。
今
上
登
極
之
初
、
遠 

覧
宇
内
氣
運
進
化
之
状
、
網
羅
泰
西
各
国
之
百
科
學
藝
、 

取
長
補
短
、
鋭
意
革
新
、
于
茲
三
十
有
餘
年
、
幸
獲
與
歐
米 

列
強
比
肩
駢
轡
。
而
清
韓
両
國
、
積
衰
不
振
、
與
我
中
世
一 

揆
、
加
之
以
内
憂
外
患
、
殆
有
四
分
五
裂
之
勢
、
未
審
何
人 

能
爲
之
者
。
切
恐
致
有
封
豕
長
蛇
、
乘
其
釁
隙
、
而
我
國
亦 

將
大
受
其
禍
矣
。
一
念
及
此
、
可
爲
痛
憤
也
。
於
是
有
志
士 

奮
然
決
起
者
、
前
後
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政
論 

于
通
商
、
訂
盟
立
約
、
以
爲
両
国
慮
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
之 

事
、
固
爲
赴
時
急
務
、
而
又
有
一
事
尤
急
者
。
熟
思
両
國
所 

以
致
有
今
日
之
患
者
、
豈
非
以
其
食
古
不
化
、
固
陋
自
甘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
中
断
） 
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【
資
料
八
ⓑ
】 

 
 

善
隣
協
会
主
旨
〔
第
五
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

善
隣
協
会
主
旨 

清
韓
與
我
鼎
立
東
方
、
利
害
所
關
、
有
類
唇
歯
輔
車
。
三
國 

一
心
協
和
、
當
平
世
文
献
往
来
相
資
、
有
事
竭
力
相
扶
持 

也
、
雖
有
強
暴
者
、
悪
得
遽
逞
其
毒
噬
焉
。
若
其
不
然
、
或
冷 

眼
旁
観
、
袖
手
不
問
、
如
麻
木
人
不
省
痛
痒
、
或
彼
此
猜
疑
、 

睍
々
相
讒
、
而
各
自
孤
立
孑
然
乎
。
則
是
所
謂
唇
亡
歯
寒 

者
、
雖
欲
其
不
胥
及
溺
、
乎
。
我
大
日
本
國
、
上
世
風
習
尚
忠 

厚
、
渾
樸
自
然
。
及
與
三
韓
隋
唐
交
通
、
周
孔
之
教
東
漸
、
典 

章
文
物
、
燦
然
修
飭
、
其
徳
固
不
可
諼
也
。
嗣
茲
以
降
、
風
化
陵
替 

者
、
殆
一
千
載
、
非
以
學
者
不
得
其
人
乎
。
今
上
登
極
之
初
、
遠 

覧
宇
内
氣
運
進
化
之
状
、
網
羅
泰
西
各
国
之
百
科
學
藝
、 

取
長
補
短
、
鋭
意
革
新
、
于
茲
三
十
有
餘
年
、
幸
獲
與
歐
米 

列
強
比
肩
駢
轡
。
而
清
韓
両
國
、
積
衰
不
振
、
與
我
中
世
一 

轍
、
加
之
以
内
憂
外
患
、
殆
有
四
分
五
裂
之
勢
、
未
審
何
人 

善
爲
之
者
。
切
恐
致
有
封
豕
長
蛇
、
乘
其
釁
隙
、
而
我
國
亦 

將
大
受
其
禍
矣
。
一
念
及
此
、
可
爲
深
慨
痛
憤
也
。
於
是
有
志
士 

奮
然
決
起
者
、
前
後
接
踵
相
望
。
于
新
報
于
教
育
于
政
論 

于
通
商
、
訂
盟
立
約
、
以
爲
両
国
慮
、
夫
豈
得
已
乎
。
此
等
之 

事
、
固
爲
赴
時
急
務
、
而
又
有
一
事
尤
急
焉
者
。
熟
思
両
國
所 

以
致
有
今
日
之
患
者
、
豈
非
以
其
食
古
不
化
、
固
陋
自
甘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
中
断
） 
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【
資
料
九
ⓐ
】 

 
 

譯
述
方
法
〔
甲
稿
〕 

  
 

譯
述
方
法 

一 

一
定
譯
字
、
逐
次
編
成
字
書
。 

一 

泰
西
之
書
、
率
皆
引
用
過
多
、
其
言
不
免
冗
漫
、
動
輒 

 
 

累
千
百
言
。
初
學
茫
洋
殆
乎
無
津
涯
。
本
會
務
節
約 

 
 

之
、
庶
乎
一
讀
得
其
要
領
矣
。 

一 

會
中
必
有
專
門
學
博
一
世
所
推
服
者
。
凡
所
譯
述
、 

 
 

使
其
仔
細
閲
讀
、
以
期
不
致
舛
誤
、
然
後
刊
行
之
。 

一 

西
學
行
於
我
國
、
于
今
數
十
年
。
其
間
往
々
顛
倒
秩 

 
 

序
、
輒
致
先
高
深
後
卑
賤
、
甚
至
不
辨
我
國
骵
何
如
。 

 
 

而
先
講
共
和
革
命
等
書
、
其
流
毒
天
下
、
亦
不
淺
尠 

 

矣
。
本
會
譯
書
、
就
正
有
道
碩
學
、
鑒
乎
三
十
年
間
得
失
、 

 

撰
擇
不
苟
、
秩
序
嚴
正
、
使
両
國
臣
民
、
無
踏
我
之
覆
轍
。 

一 

本
會
本
旨
、
在
於
自
己
撰
擇
編
著
。
然
亦
兼
應
両
國 

 
 

人
請
、
譯
述
諸
書
。 

 



 

- 88 - 

【
資
料
九
ⓑ
】 

 
 

譯
述
方
法
〔
甲
稿
改
訂
稿
〕 

  
 

譯
述
方
法 

一 

一
定
譯
字
、
逐
次
編
成
字
書
。 

一 

泰
西
之
書
、
引
用
過
多
、
其
言
不
免
冗
漫
、
動
輒 

 
 

累
千
百
言
。
初
學
茫
然
、
如
濟
大
水
無
津
涯
。
本
會
務
節
約 

 
 

之
、
無
不
簡
明
切
當
、
庶
乎
一
讀
之
下
、
得
其
要
領
者
矣
。 

一 

本
會
立
專
門
碩
學
、
立
論
精
微
、
一
世
所
服
者
爲
賓
師
。
毎
有
譯
述
、 

 
 

使
其
仔
細
閲
讀
、
以
期
一
語
無
誤
、
然
後
刊
行
之
。 

一 

自
西
學
大
行
於
我
國
、
于
今
三
十
年
。
其
間
譯
述
極
多
、
往
々
紊
乱 

 
 

 

蕪
雜
無
次
、 

 
 

動
輒
先
高
深
後
卑
賤
、
甚
至
不
問
我
國
骵
。 

 
 

先
訳
革
命
等
書
、
其
流
毒
国
内
、
亦
不
淺
尠 

 

矣
。
本
會
譯
書
、
誓
就
正
有
道
先
生
、
不
許
輕
俊
子
弟
容
易
容
喙
。
鑒 

 
 

 

乎
三
十
年
間
得
失
、 

 

以
要
撰
擇
精
當
、
秩
然
有
條
不
紊
、
使
清
韓
臣
民
、
無
踏
我
之
覆
轍
。 

一 

會
之
大
旨
、
在
於
自
己
撰
擇
編
著
。
然
亦
兼
應
両
國 

 
 

人
請
、
譯
述
諸
般
要
書
。 
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【
資
料
十
】 

 
 

譯
述
方
法
〔
乙
稿
〕 

  
 

譯
述
方
法 

一 

譯
述
西
籍
、
本
有
一
定
熟
字
。
率
係
我
國
先
輩
所
撰
、 

 
 

不
知
果
當
否
。
今
從
之
、
編
成
字
書
、
其
下
附
以
原
語
、 

 
 

使
清
韓
人
檢
其
當
否
、
従
心
所
安
、
自
取
捨
焉
。 

一 

泰
西
之
書
、
引
用
過
多
、
其
言
不
免
冗
漫
、
動
輒
累
千 

 
 

百
言
。
初
学
茫
然
、
如
済
大
水
無
津
涯
。
本
會
務
節
約 

 
 

之
、
莫
不
簡
明
切
當
、
庶
乎
一
讀
之
下
、
得
其
要
領
者 

 
 

矣
。 

一
本
會
立
専
門
碩
學
、
立
論
精
微
、
一
世
所
推
服
者
爲
賓
師
。 

 
 

毎
有
訳
述
、
使
其
仔
細
閲
讀
、
以
期
一
語
無
誤
、
然
後 

 

刊
行
之
。 

一 

自
西
学
盛
行
乎
我
国
、
于
今
三
十
年
。
其
間
譯
述
極 

 

多
、
往
々
紊
亂
蕪
雜
、
動
輒
先
高
深
後
卑
賤
、
甚
至
不
問 

 

我
国
躰
。
而
先
訳
革
命
等
書
、
其
流
毒
國
内
、
亦
不
淺
尠
矣
。 

 

本
會
訳
書
、
誓
就
有
道
先
生
、
不
許
輕
俊
才
子
容
易
評 

 

隲
。
鑒
乎
三
十
年
得
失
、
以
要
撰
擇
精
當
、
秩
然
有
條
不 

 

紊
、
使
清
韓
臣
民
、
無
踏
我
之
覆
轍
。 

一 

會
之
本
旨
、
在
於
自
己
撰
擇
編
著
。
然
亦
兼
聽
清
韓 

 

人
所
請
、
譯
述
諸
般
必
需
之
書
。 
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【
資
料
十
一
ⓐ
】 

 
 

「
無
題
目
文
書
」 

  
 

 
 

第
一
則 

本
會
講
学
、
一
以
孔
子
爲
宗
。
毋
論
何
種
何
学
之
人
、
皆
得
入
會
。
然
其
授 

業
生
徒
、
以
程
朱
為
準
則
。 

 

 
 

 
 

第
二
則 

本
會
不
禁
外
国
人
入
會
。
然
不
許
評
両
国
政
事
之
得
失
。
違
者
斥
之
。 

 
 

 
 

第
三
則 

本
會
不
置
會
頭
。
立
會
監
數
人
、
毎
月
定
期
集
會
、
講
道
評
文
、
坐
無 

尊
卑
之
別
、
特
分
長
幼
。 

 
 

 
 

第
四
則 

本
會
立
客
員
、
係
專
賛
成
本
館
者
。 

 
 

 
 

第
五
則 

入
會
必
納
金
若
干
、
以
充
出
□
□
費
。
書
成
則
減
定
價
三
分
以
交
付
之
、
著 

書
不
満
□
意
、
則
以
金
易
之
。 

 
 

 
 

第
六
則 

會
員
有
好
書
裨
益
世
教
者
、
附
意
見
送
本
會
、
則
會
員
協
議
出
金
発 

兌
。
得
償
原
金
以
上
、
乃
分
其
利
、
附
十
分
之
二
於
其
人
、
収
其
八
於
本
會
。 

其
係
數
人
或
一
人
出
金
者
、
亦
従
本
會
斡
旋
。
償
原
金
以
上
、
附
十
分
之
八 

於
出
金
者
、
附
其
二
於
總
會
。
若
夫
自
著
之
書
、
本
會
出
金
上
梓
者
、
必
分 

其
所
得
之
四
、
而
本
會
収
其
六
。 

 
 

 
 

第
七
則 

本
會
編
次
雜
記
、
自
第
一
集
始
。
而
其
至
第
十
集
幾
百
集
止
、
則
未
可
豫
知 

也
。
要
毎
一
集
爲
一
部
、
不
嫌
前
後
不
倫
。 

雜
記
所
載
、
皆
古
今
文
詩
、
係
社
友
平
日
所
珍
、
或
加
評
註
或
旁
訓
、
無
定 

例
、
使
人
一
読
爽
快
。
如
社
友
有
異
聞
奇
話
新
説
及
翻
訳
新
聞
之
作
、
亦 

必
従
協
議
。
雖
生
徒
所
作
之
文
、
其
有
補
于
世
教
者
、
詳
加
刪
正
而
登
録
焉
。 

 
 

 
 

第
八
則 

本
會
所
著
書
籍
、
本
會
自
任
板
権
。
内
外
国
人
、
相
約
以
保
其
権
。 

 
 

 
 

第
九
則 

内
外
国
人
、
合
爲
一
徒
、
以
信
義
爲
第
一
、
不
得
一
相
欺
罔
袒
庇
。
如
會
員 

 

賣 

買
諸
物
、
皆
監
察
之
、
収
利
有
常
度
、
従
公
而
定
之
、
登
記
諸
簿
、
以
杜
罔 

 

蔽
。 

 
 

 
 

第
十
則 

本
會
立
発
起
若
干
人
、
任
一
歳
房
價
諸
費
。 

 
 

 
 

第
十
一
則 

置
活
板
局
於
上
海
、
印
刷
好
書
。
遣
數
人
、
監
修
之
。
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【
資
料
十
一
ⓑ
】 

 
 

「
無
題
目
文
書
」
〔
改
訂
稿
〕 

  
 

 
 

第
一
則 

本
館
講
学
、
一
以
孔
子
爲
宗
。
明
辨
君
臣
父
子
之
大
倫
、
敬
師
尊
道
、
正
心 

 

術
飭
品
行
、
重
礼
譲
主
忠
信
。
毋
論
何
種
何
学
之
人
、
皆
得
入
會
。
然
其 

 

授 

業
生
徒
、
率
以
程
朱
為
準
則
。 

 
 

 
 

第
二
則 

学
校
立
教
師
幹
事
、
更
置
特
別
教
員
。
期
幾
時
間
、
教
授
生
徒
。 

 
 

 
 

第
三
則 

生
徒
卒
業
限
三
年
、
附
之
証
書
。
其
学
科
分
六
等
、
講
讀
以
聖
經
国
史
爲
主
。 

第
一
年
經
学
先
教
孟
子
、
次
論
語
。
歴
史
先
教
讀
史
餘
論
、
国
史
紀
事
本
末
、 

 

次
左
傳
。
文
章
先
教
唐
宋
八
家
、
次
杜
詩
。 

第
二
年
經
学
先
教
学
庸
、
次
詩
經
。
歴
史
先
教
日
本
紀
、
續
日
本
紀
、
次
戦 

 

国
策
。
文
章
先
教
荀
子
、
次
管
子
。 

第
三
年
經
学
先
教
書
經
、
次
周
易
。
歴
史
先
教
史
記
、
次
令
義
解
。
文
章
先
教 

 

韓
非
子
、
次
荘
子
。 

 
 

 
 

第
四
則 

泰
西
訳
書
、
可
講
者
甚
多
、
不
妨
渉
猟
。
然
要
与
聖
經
大
旨
不
相
悖
、
率
待 

 

教
師
品 

評
而
講
讀
之
。 

 
 

 
 

第
五
則 

本
館
不
禁
外
国
人
入
會
。
然
以
重
国
体
報
国
家
爲
至
要
、
不
許
評
論
彼
此
政 

事
之
得
失
、
違
者
斥
之
。 

 
 

 
 

第
六
則 

本
館
不
置
會
頭
。
立
會
監
數
人
、
毎
月
定
期
集
會
、
講
道
評
文
、
坐
無 

尊
卑
、
特
分
長
幼
。 

 
 

 
 

第
七
則 

本
館
立
客
員
、
係
專
賛
成
本
館
者
。 

 
 

 
 

第
八
則 

入
會
納
金
若
干
、
以
充
著
述
諸
費
。
書
成
則
減
定
價
三
分
以
交
付
之
。 

 
 

 
 

第
九
則 

會
員
有
好
書
裨
益
世
教
者
、
附
意
見
送
本
館
、
則
會
員
協
議
、
出
金
上
梓
発 

 
兌
。 

能
償
原
金
以
上
、
乃
分
其
利
、
附
十
分
之
二
於
其
人
、
収
其
八
於
本
館
。 

其
係
數
人
或
一
人
出
金
上
梓
者
、
亦
従
本
館
周
旋
発
兌
。
能
償
原
金
以
上
、 
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乃
分
其
利
、
配
十
分
之
八 

於
財
主
、
収
其
二
於
本
館
。
若
夫
自
著
之
書
、
本
館
出
金
上
梓
者
、
竢
其
能 

償
原
金
、
必
乃 

分
所
得
之
利
、
配
四
於
著
撰
者
、
而
収
六
於
本
館
。 

 
 

 
 

第
十
則 

本
會
編
次
雜
記
、 

登
録
古
今
文
詩
、
社
友
平
日
所
劇
賞
者
、
或
加
評
註
或
旁
訓
、
無
定 

例
、
使
人
一
読
爽
快
、
道
理
躍
々
然
而
出
。
如
社
友
有
異
聞
奇
話
新
説
、
亦 

必
従
協
議
、
開
載
登
録
。
雖
何
人
所
作
、
其
有
補
于
世
教
者
、
皆
竢
其
請
正 

 

而
登
記
焉
。 

毎
一
集
爲
一
部
、
不
嫌
前
後
不
倫
。 

 
 

 
 

第
十
一
則 

本
會
所
著
書
籍
、
本
會
自
任
板
権
。
内
外
国
人
、
相
約
以
保
其
権
。 

 
 

 
 

第
十
二
則 

内
外
国
人
、
合
爲
一
徒
、
以
信
義
爲
第
一
、
不
得
一
相
欺
罔
。
如
會
員
賣 

買
諸
物
、
亦
皆
監
察
之
、
収
利
有
常
度
、
従
公
而
定
之
、
登
記
諸
簿
、
以
杜 

 

罔
蔽
。 

 
 

 
 

第
十
三
則 

本
會
立
発
起
若
干
人
、
任
一
歳
房
價
諸
費
。 

 
 

 
 

第
十
四
則 

置
活
板
局
於
上
海
、
印
刷
好
書
。
遣
數
人
、
監
修
之
。 

 
 

 
 

第
十
五
則 

本
館
務
与
清
国
人
立
約
相
保
、
要
在
厚
信
義
以
便
両
国
。
如
買
地
基
於
上
海 

 

等
處
、
列
我
房
屋
、
以
充
邦
人
寄
寓
、
及 

設
博
物
観
、
以
供
清
客
縦
観
、
洵
爲
本
旨
所
在
、
未
可
与
昧
者
言
以
致
其
嗤 

 

耳
。 

 
 

 
 

第
十
六
則 

本
館
同
志
創
業
者
、
曰
有
井
範
平
、
曰
大
石
秀
實
、
曰
丹
羽
忠
道
、
曰
岡
本 

監
輔
、
曰
秋
永
蘭
二
郎
、
曰
大
野
大
衛
、
曰
谷
口
俊
四
郎
、
曰
椿
時
中
、
曰 

 

日
下 

寛
、
曰
植
松
彰
…
、
均
任
著
述
教
授
。
今
後
有
入 

會
者
不
厭
多
、
要
従
創
業
者
協
議
、
不
許 

浮
躁
人
撹
擾
。 

 
 

 
 

第
十
七
則 

本
館
現
今
要
出
板
者
、
万
国
通
典
、
列
国
史
鑑
、
明
治
字
典
、
皇
国
文
藝
傳
、 

 

国
士 

美
談
、
言
行
類
纂
諸
書
。
或
既
脱
藁
、
或
未
脱
藁
、
均
従
協
議
、
先
後
着
手
。 

苟
有
善
著
書
可
急
者
、
不
拘
何
人
所
作
、
一
体
妥
議
。 
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【
資
料
十
三
ⓐ
】 

 
 

善
隣
學
會
規
約
書 

  
 

 
 

善
隣
學
會
規
約
書 

第
一
條 

本
會
ヲ
善
隣
學
會
ト
称
ス
ル
ハ
、
四
隣
ニ
交
際
ス
ル
ニ
親
善
ノ 

心
ヲ
失
ハ
ズ
、
信
義
ヲ
講
シ
禮
節
ヲ
厚
ク
シ
テ
、
太
平
ヲ
永
遠
ニ
維
持 

ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
ガ
タ
メ
ナ
リ
。 

第
二
條 

本
會
ハ
本
局
ヲ
東
京
ニ
設
ケ
、
其
旁
ニ
學
舎
ヲ
營
ミ
、 

人
生
普
通
ノ
學
科
ヲ
教
育
シ
、
四
隣
ニ
向
ヒ
テ
競
争
進
取
ス
ル
ノ
材
藝 

ヲ
成
就
薫
陶
ス
ル
ヲ
最
急
ノ
務
ト
シ
、
漸
ク
支
會
ヲ
隣
国
ニ
設
ク
ル
モ 

ノ
ト
ス
。 

第
三
條 

本
會
學
校
ニ
テ
教
ユ
ル
所
ノ
倫
理
修
身
ハ
、
孔
孟
ノ 

教
理
ニ
本
ツ
キ
、
至
誠
無
息
ノ
道
ヲ
大
基
礎
ト
シ
テ
日
用
實
際
ニ 

應
用
セ
シ
メ
テ
、
漢
土
古
昔
ノ
制
度
風
俗
慣
習
等
ニ
拘
ラ
ズ
、
更
ニ
理
學 

數
學
躰
操
等
ヲ
泰
西
ニ
取
リ
テ
、
實
功
ヲ
奏
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
四
條 

本
會
学
校
ニ
ハ
朝
鮮
支
那
魯
西
安
南
暹
羅
等 

ノ
差
別
ナ
ク
、
學
ニ
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
バ
、
國
法
ニ
従
ヒ
テ
悉
ク 

 

之
ヲ 

許
容
シ
、
勉
學
ノ
便
利
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
五
條 

外
人
ノ
本
會
學
校
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
、
邦
人
ノ
支 

會
學
舎
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
周
旋
シ
、
其
欲
ス 

 

ル
所 

ノ
学
ヲ
修
セ
シ
ム
。
學
暇
ニ
出
テ
ヽ
業
ヲ
營
ム
モ
、
国
法
ニ
違
ハ
ザ
ル
已
上 

 

ハ 

毫
モ
妨
ゲ
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。 

第
六
條 

学
校
ノ
授
業
料
及
ビ
飯
費
雑
費
等
ハ
、
□
ラ
世
間
普 

通
ノ
法
ニ
準
ズ
。
一
科
又
ハ
二
科
ヲ
修
ス
ル
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ハ
、
幾
分
ヲ
減 

 

ス
ル
コ
ト 

モ
ア
ル
ベ
シ
。 

第
七
條 

本
會
ニ
テ
ハ
正
義
公
論
ヲ
主
張
シ
テ
俗
論
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ
要 

セ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
國
法
ニ
矛
楯
ス
ル
ノ
挙
動
ア
ル
ヲ
許
サ
ズ
。
其
人
ニ
シ 

 

テ
非
挙 

ア
ル
モ
ノ
ハ
本
會
ノ
與
リ
知
ル
所
ニ
非
ズ
。 

第
八
條 

本
會
学
校
ノ
生
徒
ハ
、
實
践
ヲ
主
ト
シ
テ
空
言
ヲ
貴
バ
ズ
。 

朝
ハ
六
時
ヨ
リ
起
キ
、
食
ハ
七
八
分
ニ
テ
足
ル
ヲ
習
慣
ト
シ
、
悪
衣
悪
食
ヲ 

耻
ヂ
ズ
。
節
□
ニ
居
ル
ヲ
本
分
ト
シ
、
學
暇
モ
テ
事
業
ニ
従
事
ス
ル
ハ
、
何
等 

ノ
賤
業
ト
イ
ヘ
ト
モ
妨
ゲ
ナ
カ
ル
ベ
ク
、
人
品
ニ
善
悪
ア
リ
テ
事
業
ニ
貴
賤 

ナ
キ
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
第
一
ノ
要
緊
ト
ス
。 
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第
九
條 

學
校
生
徒
ハ
規
律
ヲ
嚴
守
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、
一
團
結
ヲ
成
シ 

テ
運
動
ス
ル
ノ
習
慣
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
。
心
思
ノ
自
由
ハ
各
人
ノ
欲
ス
ル
所 

 

ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、 

國
家
ノ
公
益
ニ
供
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。 

第
十
條 

本
校
ノ
教
育
ハ
時
弊
ヲ
察
知
シ
テ
世
用
ニ
適
ス
ル
ニ
在
リ
。 

修
身
ノ
一
科
ハ
忠
孝
ヲ
一
致
シ
性
習
ヲ
明
辨
シ
テ
、
本
末
軽
重
ノ 

當
ヲ
失
シ
支
離
滅
裂
ノ
患
ア
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
ム
ベ
ク
、
文
章
ハ
達
意
ヲ 

以
テ
主
ト
シ
言
文
一
致
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
テ
、
徒
ニ
文
章
規
範
等
ニ
就
キ
諸 

般
ノ
文
法
ヲ
講
ズ
ル
ガ
如
キ
愚
ヲ
取
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ガ
如
シ
。
蓋
シ
世 

 

ノ 

曲
學
迂
儒
ガ
人
ヲ
教
ユ
ル
ノ
弊
ハ
、
却
テ
人
ヲ
シ
テ
愚
痴
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア 

 

リ
。
本
會 

ハ
務
メ
テ
之
ヲ
矯
正
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
一
條 

本
館
学
校
ハ
師
弟
ノ
礼
節
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、
初
ヨ
リ
約
ヲ 

立
テ
、
弟
子
ノ
學
校
ヲ
視
ル
コ
ト
逆
旅
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
意
ノ
欲
ス
ル
マ
ヽ 

 

ニ
進
退
ス
ル 

風
ア
ル
ヲ
許
サ
ズ
。
師
タ
ル
モ
ノ
モ
礼
節
ヲ
守
リ
テ
世
ニ
範
ス
ベ
シ
。
弟
子 

 

ノ
意
ニ
満 

タ
ザ
ル
所
ア
ル
ハ
之
ヲ
指
陳
シ
、
過
タ
ル
ヲ
知
ラ
バ
従
ツ
テ
改
ム
ベ
キ
工
夫 

 

ア
ル
ベ
キ 

モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
二
條 

先
生
ノ
相
接
ス
ル
ニ
ハ
、
知
徳
ヲ
洗
練
シ
学
識
ヲ
長
養 

ス
ル
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
互
ニ
師
ト
ナ
リ
弟
子
ト
ナ
ル
ノ
心
得
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

 

要
ス
。 

過
ヲ
遂
ゲ
非
ヲ
飾
ル
ノ
己
ニ
益
ナ
ク
人
ニ
益
ナ
キ
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
国
家
有
用 

ノ
大
人
物
ト
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ベ
シ
。 

第
十
三
條 

本
會
ニ
テ
ハ
、
日
曜
日
ゴ
ト
ニ
有
志
人
ヲ
招
聘
シ
テ 

内
外
古
今
ノ
事
情
ヲ
演
説
シ
、
實
際
ニ
經
験
シ
得
タ
ル
事
業
ヲ
講 

述
シ
テ
雜
誌
モ
テ
発
行
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
、
或
ハ
講
議
録
ヲ
モ
発 

刊
ス
ベ
シ
。
生
徒
ノ
作
文
ニ
屬
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
果
シ
テ
實
用
ア
ル
モ
ノ
ハ 

削
正
ノ
文
ヲ
旁
ニ
附
加
シ
テ
之
ヲ
発
刊
シ
、
世
人
作
文
ノ
便
ニ 

供
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。 

第
十
四 

本
會
ハ
永
遠
ノ
志
ニ
出
ツ
ル
ヲ
以
テ
今
ヨ
リ
之
ヲ
発
起
シ
、 

漸
ク
篤
志
ノ
人
物
ヲ
合
シ
テ
此
ニ
従
事
シ
、
有
力
者
ノ
賛
成
ヲ
得
テ 

實
際
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
五
條 

本
會
ニ
ハ
特
別
會
員
、
名
誉
會
員
ヲ
置
ク
。
特 

別
員
ハ
本
會
ヲ
監
視
ス
ル
責
ア
リ
。
名
誉
會
員
ハ
若
干
金
銭
ヲ
納
ル
ヽ
コ
ト 

 

數
月
、
又 

ハ
數
年
ニ
至
リ
、
本
會
ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 
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【
資
料
十
三
ⓑ
】 

 
 

善
隣
學
會
規
約
書
〔
改
訂
稿
〕 

  
 

 
 

善
隣
學
會
規
約
書 

第
一
條 

本
會
ヲ
善
隣
學
會
ト
称
ス
ル
ハ
、
四
隣
ニ
交
際
ス
ル
ニ
仁
善
ノ 

心
ヲ
失
ハ
ズ
、
信
義
ヲ
講
シ
禮
節
ヲ
厚
ク
シ
テ
、
太
平
ヲ
永
遠
維
持 

ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
ガ
タ
メ
ナ
リ
。 

第
二
條 

本
會
ハ
本
局
ヲ
東
京
ニ
設
ケ
、
其
旁
ニ
學
舎
ヲ
營
ミ
、 

普
通
ノ
學
科
ヲ
教
育
シ
、
四
隣
ニ
向
ヒ
テ
競
争
進
取
ス
ル
ノ
材
藝 

ヲ
薫
陶
ス
ル
ヲ
以
テ
最
上
急
務
ト
シ
、
性
ノ
近
キ
所
ニ
従
ヒ
テ
各
學
ヲ
講
セ 

 

シ
メ
漸
ク
隣
国
人
ヲ
諭
シ
、
支
會
学
舎
ヲ
設
ケ
テ
彼
此
互
ニ
往
来
シ
、
智 

 

識 

ヲ
交
換
シ
、
文
明
ヲ
励
翼
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
本
支
ノ
名
称
ハ
此
ノ
如
シ
ト
イ 

 

ヘ
ト
モ
、
支
那
朝
鮮
諸
国
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
我
ヲ
以
テ
支
會
支
学
ト
ス 

 

ル
ヲ
妨
ゲ
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。 

第
三
條 

本
會
學
校
ニ
テ
教
ユ
ル
所
ノ
倫
理
修
身
ハ
勅
語
ニ
本
ツ
キ
、
周
孔 

 

ノ 

教
理
ニ
據
リ
至
誠
無
息
ノ
大
道
ヲ
発
揮
シ
、
日
用
實
際
ニ 

應
用
セ
シ
メ
テ
古
昔
ノ
制
度
風
俗
慣
習
等
ニ
拘
泥
セ
ズ
、
更
ニ
理
學 

數
學
語
學
及
ビ
兵
式
躰
操
等
ヲ
泰
西
ノ
長
ス
ル
所
取
リ
テ
實
用
ノ
材
徳
ヲ 

 

成
就
ス
。
教
授
書
目
ノ
如
キ
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
四
條  

本
會
学
校
ハ
朝
鮮
支
那
魯
西
安
南
暹
羅
諸
国
人 

ノ
差
別
ナ
ク
、
凡
ソ
子
弟
ノ
學
ニ
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
バ
、
國
法
ニ 

 

従
ヒ
テ
悉
ク
之
ヲ 

許
容
シ
、
學
修
ノ
便
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
五
條 

外
人
ノ
本
會
學
校
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
、
邦
人
ノ
支 

會
學
舎
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
務
メ
テ
之
ガ
タ
メ
周
旋
尽
力
シ 

 

其
欲
ス
ル
所 

ノ
学
ヲ
修
セ
シ
ム
。
學
暇
ヲ
以
テ
事
業
ヲ
營
ム
ガ
如
キ
モ
、
国
法
ニ
違
ハ
ザ 

 

ル
已
上
ハ 

毫
モ
妨
ゲ
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。 

第
六
條 

外
國
学
生
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
保
護
シ
テ
懇
親
ノ
實
ヲ
表
セ
ン
コ
ト
ヲ 

 

要
シ
、 

病
氣
等
ア
ル
ト
キ
ハ
教
師
常
ニ
之
ヲ
監
視
シ
、
内
國
生
徒
ノ
学
ニ
在
ル
モ
ノ 

 

ヲ
シ
テ
交
番 

ニ
看
護
シ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
レ
バ
、
財
ヲ
分
ツ
テ
救
助
ス
ル
コ
ト 
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ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
然
レ
ト
モ 

學
ニ
入
ル
ニ
ハ
初
ヨ
リ
證
人
ヲ
立
ツ
ル
例
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
是
ハ
實
ニ
非 

 

常
ノ
事
ト
知
ル
ベ
シ
。 

第
七
條 
学
校
ノ
授
業
料
及
ビ
飯
費
雜
費
等
ハ
世
間
普 

通
ノ
法
ニ
準
シ
、
其
尤
モ
便
ナ
ル
モ
ノ
ニ
従
フ
。
一
科
又
ハ
二
科
ヲ
修
ス
ル 

 

ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ハ
、
酬
銀
ノ
幾
分
ヲ
減
ス
ル
コ
ト 

モ
ア
ル
ベ
シ
。 

第
七
條 

本
會
ニ
テ
ハ
正
義
公
道
ヲ
主
張
シ
テ
俗
論
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ
要 

セ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
國
法
ニ
矛
楯
ス
ル
ノ
挙
動
ア
ル
ヲ
許
サ
ズ
。
各
個
人
ノ
過 

 

挙 

ア
ル
モ
ノ
ハ
、
其
人
ノ
自
由
ニ
屬
ス
ル
モ
ノ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
教
師
ノ
常
ニ
監
察 

 

シ
テ
其
過
ヲ
致
サ
ヾ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
。
果
シ
テ
非
挙
ア
ル
ニ
至
ル
ハ
、
本 

 

會
ノ
與
リ
知
ル
所
ニ
非
ズ
。 

第
八
條 

本
會
学
校
ノ
生
徒
ハ
實
践
ヲ
主
ト
シ
テ
空
言
ヲ
貴
バ
ズ
。 

朝
ハ
六
時
ヨ
リ
起
キ
、
食
ハ
七
八
分
ニ
シ
テ
止
ム
ヲ
常
ト
シ
、
悪
衣
悪
食
ヲ 

生
徒
ノ
本
分
ナ
リ
ト
覚
悟
シ
、
徒
ニ
一
物
ヲ
暴
殄
ス
ル
ノ
天
地
間
ノ
大
罪
人 

 

タ
ル
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
。
學
暇
モ
テ
事
業
ニ
従
事
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
農 

 

賈
商
賈
ハ
言
フ
モ
更
ナ
リ
、
何
等 

ノ
賤
業
ト
イ
ヘ
ト
モ
妨
ゲ
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
品
行
ニ
善
悪
ア
リ
テ
事
業
ニ
貴
賤 

ナ
キ
ヲ
知
リ
、
實
知
ハ
實
験
ニ
ヨ
リ
テ
生
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
ノ
理
ニ
精
通
セ
ン
コ 

 

ト
ヲ
要
ス
。 

第
九
條 

學
校
生
徒
ハ
規
律
ヲ
嚴
守
ス
ル
ヲ
以
テ
報
国
第
一
ノ
緊
要
ト
シ
、 

 

一
團
隊
ヲ
成
シ 

テ
運
動
ス
ル
ノ
習
慣
ア
ラ
シ
メ
、
一
事
業
ヲ
起
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
本
會
ノ
認
メ 

 

テ
是
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
分
ニ
随
ヒ
財
ヲ
分
ツ
テ
之
ヲ
賛
襄
セ
ン
コ
ト
ヲ
要 

 

ス
。
果
シ
テ
然
ラ[

ン]

ニ
ハ
衣
食
ノ
節
制
ノ
要
用
タ
ル
ヲ
知
ル
ベ
キ
ナ 

 

リ
。
心
思
ノ
自
由
ハ
各
人
ノ
欲
ス
ル
所
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、 

國
家
ノ
公
益
ニ
供
ス
ヘ
キ
ノ
義
務
ニ
應
ス
ル
ハ
、
團
隊
ノ
必
要
ナ
ル
ニ
如
カ
ザ 

 

レ
バ
ナ
リ
。 

第
十
條 

本
校
ノ
教
育
ハ
時
弊
ヲ
察
知
シ
テ
世
用
ニ
適
ス
ル
ニ
在
リ
。 

修
身
一
科
ノ
如
キ
ハ
忠
孝
ヲ
一
致
シ
性
習
ヲ
明
辨
シ
テ
、
本
末
軽
重
ノ 

當
ヲ
失
シ
支
離
滅
裂
ノ
患
ア
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
ム
ベ
ク
、
文
章
ノ
如
キ
ハ
達
意 

 

ヲ 

以
テ
主
ト
シ
、
徒
ニ
文
章
規
範
等
ニ
就
キ 

文
法
ヲ
講
ズ
ル
ガ
如
キ
愚
ヲ
取
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ガ
如
シ
。
其
佗
ノ
科
学 

 

モ
一
偏
ニ
辟
シ
雷
同
附
和
ス
ル
ノ
累
ナ
キ
ニ
非
ズ
。
蓋
シ
世
ノ 

末
學
迂
儒
ガ
人
ヲ
教
ユ
ル
ノ
弊
ハ
、
却
テ
人
ヲ
シ
テ
愚
痴
ナ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア 

 
リ
。
本
會 

ハ
務
メ
テ
之
ヲ
矯
正
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
一
條 
本
館
学
校
ハ
師
弟
ノ
間
ニ
礼
節
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、 
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子
弟
ノ
學
校
ヲ
視
ル
コ
ト
逆
旅
ノ
如
キ 

風
ア
ル
ヲ
許
サ
ズ
。
師
タ
ル
モ
ノ
モ
礼
節
ヲ
守
リ
テ
世
ニ
範
ス
ベ
シ
。
弟
子 

 

ノ
意
ニ
満 

タ
ザ
ル
所
ア
ル
ハ
、
之
ヲ
指
陳
シ
過
タ
ル
ヲ
知
ラ
バ
、
従
ツ
テ
改
ム
ル
工
夫 

 

ア
ル
ベ
キ 

モ
ノ
ト
ス
。
傲
頑
ニ
シ
テ
過
ヲ
聞
ク
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
先
生
ノ
如
キ
ハ
、
初 

 

ヨ
リ
之
ヲ
聘
セ
ズ
。
誤
リ
テ
聘
ス
ト
セ
バ
、
協
議
シ
テ
之
ヲ
斥
ク
ル
モ
ノ 

 

ト
ス
。
怠
惰
浮
薄
ニ
シ
テ
敗
俗
ノ
徒
タ
ル
ヲ
免
レ
ザ
ル
輩
ハ
言
フ
モ
更
ナ 

 

リ
。 

第
十
二
條 

先
生
ノ
相
接
ス
ル
ニ
ハ
知
徳
ヲ
洗
練
シ
学
識
ヲ
長
養 

ス
ル
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
互
ニ
師
ト
ナ
リ
弟
子
ト
ナ
ル
ノ
心
得
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

 

要
ス
。 

過
ヲ
遂
ゲ
非
ヲ
飾
ル
ノ
己
ニ
益
ナ
ク
人
ニ
益
ナ
キ
ヲ
知
リ
、
衆
知
ヲ
一
身
ニ 

 

集
メ
テ
国
家
有
用 

ノ
大
人
物
ト
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
工
夫
ニ
怠
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
三
條 

本
會
ニ
テ
ハ
日
曜
日
ゴ
ト
ニ
有
志
人
ヲ
招
聘
シ
テ 

内
外
古
今
ノ
事
情
ヲ
演
説
シ
、
實
際
ニ
經
験
シ
得
タ
ル
事
業
ヲ
講 

述
セ
シ
メ
、
従
ツ
テ
雜
誌
ヲ
発
行
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
、
或
ハ
講
議
録
ヲ
モ 

 

発 

刊
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
生
徒
ノ
作
文
ニ
屬
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
果
シ
テ
實
用
ア 

 

ル
モ
ノ
ハ
、 

削
正
ノ
語
ヲ
其
旁
ニ
附
加
シ
テ
之
ヲ
発
刊
シ
、
世
人
作
文
ノ
便
ニ 

供
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
、
隣
國
異
体
ノ
文
章
ト
イ
ヘ
ト
モ
世
ニ
傳
ヘ
テ
不
朽 

 

ト
称
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ハ
、
漸
ク
発
刊
シ
テ
長
ク
存
留
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
四 

本
會
ハ
永
遠
ノ
志
ニ
出
ツ
ル
ヲ
以
テ
今
ヨ
リ
之
ヲ
発
起
シ
、 

漸
ク
篤
志
ノ
人
物
ヲ
合
シ
テ
周
旋
尽
力
シ
、
有
力
者
ノ
賛
成
ヲ
得
テ 

實
際
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
會
員
相
接
ス
ル
ニ
ハ
舊
悪
ヲ
咎
メ
ズ
、
互
ニ 

 

隔
意
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
論
ナ
ク
、
他
人
ノ
我
ニ
接
ス
ル
ニ
於
テ
不
情
ナ 

 

リ
ト
シ
、
快
カ
ラ
ザ
ル
處
ア
ル
類
ノ
猶
改
ム
ル
ニ
及
ブ
ベ
キ
モ
ノ
ハ
、
之 

 

ヲ
指
陳
シ
テ
忌
ム
コ
ト
ナ
ク
交
情
ヲ
永
遠
ニ
全
ク
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。 

第
十
五
條 

本
會
ニ
ハ
特
別
會
員
名
誉
會
員
ヲ
置
ク
。
特 

別
員
ハ
本
會
ヲ
監
視
ス
ル
責
ア
リ
。
名
誉
會
員
ハ
若
干
金
銭
ヲ
納
ル
ヽ
コ
ト 

 

數
月
又 

ハ
數
年
ニ
至
リ
、
本
會
ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 
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【
資
料
十
四
ⓐ
】 

 
 

東
亜
善
隣
学
堂
章
程 

 

東
亜
善
隣
学
堂
章
程 

第
一
条 

本
学
堂
ハ
日
清
両
国
朝
廷
人
材
愛
養
ノ
聖
旨
ヲ
欽
遵
シ
、
東 

亜
ノ
大
局
ニ
鑑
ミ
善
隣
ノ
大
義
ニ
據
リ
、
專
ラ
實
學
ヲ
肆
［
肄
］
ラ
ヒ
、
時
勢 

ヲ
講
ジ
、
国
家
有
用
ノ
材
器
ヲ
培
殖
ス
。
其
教
育
ノ
方
針
ハ
之
ヲ 

博
ク
ス
ル
ニ
東
西
百
科
ノ
學
ヲ
以
テ
シ
、
之
ヲ
約
ス
ル
ニ
古
今
一
貫
ノ
礼
道 

ヲ
以
テ
ス
。
學
ハ
必
ズ
開
物
成
務
ヲ
期
シ
、
道
ハ
必
ズ
矯
風
裨
化
ヲ
欲 

ス
。
道
途
口
耳
之
徒
、
浮
華
軽
跳
之
輩
ハ
一
概
ニ
嚴
斥
ス
。 

第
二
条 

本
学
堂
ハ
階
級
ヲ
擬
定
シ
、
分
チ
テ
四
門
ト
ナ
ス
。
即
チ
左
ノ 

如
シ
。 

 

第
一 

志
學
門
又
曰
備
科 

 
 

 
 

 

第
二 

達
材
門
又
曰
正
科 

 
 

 
 

 

第
三 

成
徳
門
又
曰
專
科 

 
 

 
 

 

第
四 

登
庸
門
又
曰
撰
科 

第
三
条 

備
科
ハ
一
年
ニ
シ
テ
卒
業
シ
、
正
科
ハ
二
年
ニ
シ
テ
卒
業
ス
。 

專
科
ハ
正
科
卒
業
生
ノ
為
ニ
設
ク
ル
随
意
研
究
ノ
餘
課
ニ
シ
テ
、
別
ニ 

學
期
ヲ
定
メ
ズ
。
撰
科
ハ
專
科
生
中
ノ
品
學
優
等
生
ヲ
抜
擢
シ
、
之
ガ 

為
ニ
或
ル
出
身
径
路
ヲ
授
ケ
タ
ル
時
、
直
チ
ニ
其
社
会
ニ
必
要
ナ
ル
ベ
キ
實 

務
ヲ
撰
ン
デ
練
習
セ
シ
ム
ル
處
ト
シ
、
學
期
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
。 

第
四
条 

本
學
堂
ノ
學
生
ハ
凡
テ
之
ヲ
學
徒
ト
称
ス
。
學
徒
ハ
其
所 

属
ノ
各
門
ニ
準
ジ
テ
學
称
ヲ
與
ヘ
、
一
見
識
別
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
。
即
チ
左
ノ 

如
シ
。 

第
一
立
志
門 

即
チ
備
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
備
生
ト
称
ス 

 
 

 
 

第
二
達
材
門 

即
チ
正
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
正
生
ト
称
ス 

 
 

 
 

第
三
成
徳
門 

即
チ
専
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
専
士
ト
称
ス 

 
 

 
 

第
四
登
庸
門 

即
チ
撰
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
撰
士
ト
称
ス 

第
五
条 

本
學
堂
ノ
備
科
ハ
、
清
国
在
来
ノ
郷
學
卆
業
以
上
ノ
學
力 

ア
ル
者
ヨ
リ
考
取
シ
、
正
科
ハ
備
科
卒
業
ノ
後
、
若
ク
ハ
之
ト
同
等
ノ
学
力 

ア
ル
者
ニ
限
リ
、
専
士
及
ビ
撰
士
ハ
正
生
ニ
シ
テ
特
待
若
ク
ハ
優
待
ヲ 

受
ク
ベ
キ
品
學
ア
ル
者
ニ
非
レ
バ
、
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。 

第
六
条 

本
學
堂
ノ
學
課
ハ
、
備
科
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
倫
理
日
語
日
文 

算
数
地
理
博
物
理
化
學
漢
文
體
操
等
ヲ
授
ケ
、
兼
テ
英
語 

英
文
ノ
随
意
□
習
ヲ
許
ス
。
正
科
ニ
至
リ
テ
ハ
専
ラ
倫
理
日
語 

日
文
政
治
経
済
教
育
法
律
数
理
天
文
地
質
文
學
金
石
漢
文 

體
操
等
ヲ
授
ケ
、
別
ニ
英
語
英
文
兼
修
科
ヲ
設
ク
。
専
科
以
上 

ハ
特
ニ
細
則
ヲ
設
ケ
、
此
ニ
ハ
略
ス
。 
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第
七
條 

本
學
堂
ノ
學
年
學
期
及
休
課
等
ノ
日
子
ヲ
算
ス
ル
ハ
、
便 

宜
上
年
ト
シ
テ
太
陽
暦
ヲ
用
ユ
。
然
レ
ト
モ
清
国
主
要
ノ
佳
節
紀
辰
ニ 

至
リ
テ
ハ
、
敢
テ
或
ハ
忘
ル
ル
事
ナ
キ
ヲ
期
ス
。
今
其
日
期
ヲ
畫
定
ス
ル
左 

 

ノ
如
シ
。 

 
 

 
 

毎
年
學
期 

 

一
年
ヲ
三
學
期
ニ
分
ケ
、
第
一
學
期
ハ
○
月
○
日
ヨ
リ
○
月
○
日 

 

ニ
至
リ
、
第
二
學
期
ハ
○
月
○
日
ヨ
リ
○
月
○
日
ニ
至
リ
、
第
三 

 

學
期
ハ
何
月
何
日
ヨ
リ
何
月
何
日
ニ
至
ル
。 
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【
資
料
十
四
ⓑ
】 

 
 

東
亜
善
隣
学
堂
章
程
〔
漢
文
訳
案
〕 

 

東
亜
善
隣
学
堂
章
程 

第
一
条 

本
学
堂
大
旨
、
在
於
欽
遵
日
清
両
国
朝
廷
人
材
愛
養
聖
旨
、
鑑
于
東 

亜
現
今
之
大
局
、
據
善
隣
大
義
、
一
仗
忠
信
、
專
講
實
學
、 

以
培
殖
国
家
有
用
之
材
徳
。
其
教
育
方
法
、
博
之 

以
東
西
百
科
之
學
、
約
之
以
古
今
一
貫
之
道
。 

學
務
開
物
成
務
、
道
欲
移
風
易
俗
。 

若
道
聴
途
説
之
徒
浮
華
軽
佻
之
輩
、
皆
均
屬
所
不
取
也
。 

第
二
条 

本
学
堂
学
業
、
分
階
級
爲
四
門
如
左
。 

 
 

 
 

 

第
一 

志
學
門
一
曰
豫
科 

 
 

 
 

 

第
二 

達
材
門
一
曰
正
科 

 
 

 
 

 

第
三 

成
徳
門
一
曰
專
科 

 
 

 
 

 

第
四 

登
庸
門
一
曰
撰
科 

第
三
条 

豫
科
限
一
年
卒
業
、
正
科
二
年
卒
業
。 

專
科
爲
正
科
卒
業
生
設
之
、
使
其
随
意
研
究
、
故
不
定 

學
期
。
撰
科
爲
専
科
生
學
識
優
等
者
授
之
。
乃 

臨
指
示
出
身
時
、
直
必
要
實 

務
、
使
其
練
習
也
、
亦
無
定
學
期
。 

第
四
条 

本
學
堂
學
生
、
皆
称
學
徒
。
學
徒
從
其
所 

学
各
科
、
授
之
學
称
号
、
一
見
識
別
如
左
。 

 
 

 
 

第
一
立
志
門 

即
豫
科
、
称
豫
備
生 

 
 

 
 

第
二
達
材
門 

即
正
科
、
称
正
科
生 

 
 

 
 

第
三
成
徳
門 

即
專
科
、
称
專
士 

 
 

 
 

第
四
登
庸
門 

即
撰
科
、
称
撰
士 

第
五
条 

本
學
堂
豫
科
生
、
取
清
国
從
来
郷
學
卆
業
以
上
有
學
力 

者
。
正
科
生
限
備
科
卒
業
後
、
若
其
他
有
同
等
学
力 

者
。
専
士
及
撰
士
之
学
称
、
自
非
学
識
可
受
特
待
若
優
待 

者
、
不
得
受
之
。 

第
六
条 

本
學
堂
學
課
、
在
豫
科
則
專
授
倫
理
歴
史
日
語
日
文 
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算
数
地
理
博
物
理
化
漢
文
體
操
等
、
兼
許
従
其
所
欲
講
習
英
語 

英
文
。
至
正
科
則
専
授
倫
理
日
語 

日
文
政
治
経
済
教
育
法
律
数
理
天
文
地
質
文
學
金
石
漢
文 

體
操
等
、
別
置
英
語
英
文
兼
修
科
。
專
科
以
上 

特
設
細
則
、
今
略
之
。 

第
七
條 

本
學
堂
算
學
年
學
期
及
休
課
等
日
子
、 

専
用
太
陽
暦
。
然
至
清
国
重
要
佳
節
紀
辰
等
、 

則
務
遵
行
無
違
。
今
畫
定
其
日
期
、
如
左
。 

 
 

 
 

毎
年
學
期 

 

分
一
年
爲
三
學
期
、
第
一
學
期
自
○
月
○
日
至
○
月
○
日
、 

 

第
二
學
期
自
○
月
○
日
至
○
月
○
日
、
第
三 

 

學
期
自
何
月
何
日
至
何
月
何
日
。 
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解 
 

 

説 

  

岡
本
監け

ん

輔す
け

は
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
十
月
十
七
日
、
阿
波
国
（
徳
島
県
）
美
馬
郡
三
谷
村
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
文
平
、
号
は
韋
庵
。
「
樺
太
探

検
家
」
と
し
て
名
を
馳
せ
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
十
一
月
九
日
、
東
京
で
没
し
た
。
享
年
六
十
五
歳
。 

 

経
歴
に
つ
い
て
は
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』
や
『
続
対
支
回
顧
録
』
に
伝
が
あ
り
、
後
者
は
相
当
に
詳
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
金
沢
治
氏
の
作
成
に

か
か
る
「
岡
本
韋
庵
先
生
の
家
系
と
年
譜
」
（
以
下
、
「
年
譜
」
と
略
称
）
も
あ
る
。
下
述
の
胸
像
建
設
に
合
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
『
岡
本
氏
自
伝 

窮

北
日
誌
』
（
徳
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
四
年
。
以
下
、
『
自
伝
』
と
略
称
）
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
「
年
譜
」
部
分
だ
け
を
独
立
さ
せ
た
小
冊

子
『
岡
本
韋
庵
先
生
の
家
系
と
年
譜
』
（
岡
本
韋
庵
先
生
顕
彰
会
、
一
九
六
四
年
）
も
単
行
さ
れ
て
い
る
。
「
窮
北
日
誌
」
は
北
門
社
蔵
板
、
明
治
四
年

刊
の
樺
太
探
検
日
記
で
あ
り
、
「
岡
本
氏
自
伝
」
は
未
刊
稿
を
起
こ
し
た
も
の
だ
が
、
和
文
の
も
の
が
明
治
二
年
ま
で
、
簡
略
な
漢
文
の
も
の
は
明
治
十

七
（
一
八
八
四
）
年
ま
で
を
覆
う
だ
け
で
あ
る
。 

 

岡
本
監
輔
は
か
な
り
多
く
の
著
作
を
の
こ
し
た
。
「
徳
島
韋
庵
会
」
の
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
の
調
査
に
か
か
る
「
岡
本
韋
庵
先
生
著
書
目
録
」
（
『
自

伝
』
所
載
）
に
は
、
「
既
刊
三
十
四
部
、
未
刊
二
十
部
」
の
リ
ス
ト
が
あ
が
っ
て
い
る
。
中
国
史
の
側
か
ら
し
て
有
名
な
の
は
『
万
国
史
記
』
（
一
八
七

九
年
）
や
『
万
国
通
典
』
（
一
八
八
四
年
）
だ
が
、
「
略
解
題
」
に
後
者
は
「
万
国
の
制
度
を
網
羅
し
、
三
十
四
門
に
分
か
っ
て
之
を
詳
記
し
、
出
所
と

論
策
と
を
附
せ
り
。
広
く
清
国
に
行
は
る
」
と
、
前
者
は
「
世
界
列
国
の
歴
史
を
記
述
。
清
国
に
て
特
に
広
く
行
は
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ

れ
ら
は
日
本
お
い
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
清
国
に
お
け
る
海
賊
版
と
し
て
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
『
万
国
史
記
』
の
筆
頭
序
文
の
撰
者
は
こ
の
資
料
集
と
も
深

い
関
わ
り
を
も
つ
重
野
安
繹
で
あ
る
。
同
書
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
こ
と
が
多
い
が
、
亜
細
亜
・
日
本
か
ら
説
き
は
じ
め
、
五
大
洲
す
べ
て
の
「
万
国
」

を
覆
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
こ
う
。 

 

自
身
の
集
で
あ
る
『
岡
本
子
』
（
一
八
八
九
年
）
を
見
る
と
、
岡
本
の
学
問
が
朱
子
学
を
軸
に
陽
明
学
を
兼
ね
修
め
た
「
孔
子
の
教
」
を
根
柢
と
し
、

そ
の
基
礎
の
上
に
時
代
の
必
需
の
学
と
し
て
の
西
学
を
受
け
容
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
漢
文
自
伝
で
は
二
十
歳
の
頃
の
こ
と
と
し
て
「
翻
訳

諸
書
を
読
み
大
い
に
其
の
西
学
を
修
め
ざ
る
を
悔
」
い
て
い
る
が
（
『
自
伝
』
一
九
三
頁
）
、
結
局
、
新
た
に
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
四
十
一

歳
の
作
で
あ
る
『
万
国
史
記
』
で
も
「
翻
訳
諸
書
に
就
き
て
そ
の
要
を
摘
録
し
た
」
と
凡
例
に
述
べ
て
い
る
。 

  

「
著
書
目
録
」
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
、
岡
本
監
輔
は
き
わ
め
て
多
く
の
文
章
を
残
し
た
。
徳
島
県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
た
遺
品
は
金
沢
治
氏

の
整
理
を
経
て
、
一
九
九
八
年
に
「
岡
本
韋
庵
先
生
蔵
書
及
原
稿
目
録
」
（
以
下
、
「
目
録
」
と
略
称
）
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
Ａ
４
判
、
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全
三
十
八
頁
に
お
よ
ぶ
そ
の
目
録
の
ほ
と
ん
ど
は
原
稿
文
書
の
た
ぐ
い
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
所
収
の
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
関
係
の
諸
文
書
は
、

そ
の
「
二
六
五
番
」
お
よ
び
「
二
七
〇
番
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
【
資
料
二
】
の
み
が
「
二
七
〇
番
」
）
。 

 
岡
本
監
輔
が
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
に
関
わ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
そ
の
生
涯
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
、
か
な
り
親
密
な
交
際

の
あ
っ
た
湖
南
内
藤
虎
次
郎
の
「
岡
本
韋
庵
先
生
墓
表
」
（
「
湖
南
文
存
」
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
二
三
七
頁
）

を
読
み
下
し
て
引
い
て
お
く
。 

 

岡
本
韋
庵
先
生
、
初
名
は
文
平
、
後
に
監
輔
と
改
む
。
天
保
十
年
に
生
れ
、
明
治
卅
七
年
十
一
月
九
日
に
卒
す
。
先
生
の
一
生
は
、
北
邊
を
籌
る
を

以
て
志
と
爲
す
。
弱
冠
に
し
て
夷
艇
に
駕
り
、
樺
太
な
る
北
徼
の
前
人
未
踏
の
地
を
窮
め
探
る
。
王
政
維
新
に
よ
り
、
徴
用
せ
ら
れ
て
北
事
を
綜
辧

す
。
既
に
し
て
廷
議
樺
太
を
棄
つ
。
先
生
竟つ

い

に
意
を
用
世
に
絶
ち
、
累し

き

り
に
教
職
に
任
ず
。
年
五
十
餘
、
復
た
職
を
辞
し
て
千
島
を
拓
か
ん
と
欲
し
、

荒
裔
を
跋
渉
し
て
意
を
得
ず
し
て
歸
る
。
既
に
し
て
老
い
、
窮
し
み
且
つ
病
む
。

會
た
ま
た

ま
王
師
露
を
伐
つ
。
先
生
欣
然
と
し
て
疾
の
躯
に
在
る
を
忘

る
。
斯こ

の
役
や
、
樺
太
の
南
半
を
復
す
。
而
れ
ど
も
先
生
睹
る
に
及
ば
ず
矣
。
疾
篤
き
に
迄お

よ

び
て
、
特
旨
も
て
正
五
位
に
敍
せ
ら
る
。
盖
し
前
勞
を

録
す
る
也
。
先
生
嘗
て
禹
域
に
遊
び
、
聖
裔
を
闕
里
に
訪
う
。
平
生
の
著
述
身
に
等
し
く
、
往
往
に
し
て
海
外
に
傳
誦
せ
ら
る
と
云
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
正
元
年
十
一
月 

文
學
博
士 

内
藤
虎
次
郎 

製
文
并
書 

 

  

こ
の
「
墓
表
」
は
、
大
正
元
年
の
銅
像
建
立
に
際
し
て
内
藤
に
よ
り
撰
し
且
つ
書
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
戦
後
の
混
乱
期
に
盗
ま
れ
た
た
め
、

一
九
六
四
年
の
再
建
に
際
し
て
内
藤
の
撰
文
は
富
永
眉
峯
の
書
で
も
っ
て
銅
像
台
座
に
刻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
「
エ
ト
ロ
フ

マ

マ

感
懐
」
な
る
七
言

絶
句
の
銘
版
は
那
波
利
貞
の
書
だ
か
ら
、
岡
本
監
輔
と
京
大
東
洋
史
と
の
関
係
は
意
外
に
深
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
史
伝
』
お
よ
び
顕
彰
会
の
書
の

巻
頭
に
そ
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
郷
土
の
偉
人
と
し
て
の
地
位
は
確
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

「
墓
表
」
で
も
樺
太
・
千
島
の
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岡
本
監
輔
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
樺
太
探
検
家
で
あ
り
、
ま
た
北
方
問
題
の
専
門
家

と
し
て
名
声
を
博
し
た
存
在
だ
っ
た
。
幕
末
に
高
ま
っ
た
対
ロ
シ
ア
策
に
身
を
挺
し
、
維
新
政
府
成
立
後
に
実
際
に
、
北
方
開
発
の
た
め
に
開
か
れ
た
函

館
裁
判
所
の
権
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
樺
太
全
島
を
開
拓
す
べ
く
農
工
三
百
人
を
率
い
て
樺
太
に
渡
っ
て
い
る
。
金
沢
氏
に
よ
れ
ば
「
韋
庵
一
代
得
意
の
頂

点
」
で
あ
る
（
「
年
譜
」
明
治
元
年
条
）
。
や
が
て
政
府
が
樺
太
を
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
り
官
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
岡
本
は
、
「
累
り
に
教
職
に
任
じ
」
た

の
で
あ
る
。
第
一
高
等
中
学
校
（
の
ち
一
高
）
和
漢
文
教
授
、
独
逸
協
会
学
校
教
授
、
哲
学
館
講
師
、
徳
島
県
尋
常
中
学
校
長
、
台
湾
総
監
府
国
語
学
校

教
授
（
同
、
明
治
一
九
・
二
三
・
二
四
・
二
七
・
三
〇
年
条
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
生
活
の
不
安
定
ぶ
り
を
窺
え
よ
う
。
そ
の
間
の
明
治
二
五
年
に
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千
島
義
会
を
起
こ
し
た
が
、
こ
れ
も
失
敗
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
義
会
」
と
は
一
定
の
公
益
的
な
趣
旨
（
義
）
に
賛
同
す
る
有
志
者
の
団
体
で
あ
っ

て
、
明
治
時
代
に
は
ご
く
普
通
の
存
在
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
さ
え
項
目
す
ら
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。 

 
日
清
戦
争
後
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
で
大
陸
雄
飛
の
ブ
ー
ム
が
ま
き
お
こ
っ
た
。
岡
本
監
輔
も
そ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
の
な
か
で
活
動
の
場
を

清
韓
両
国
に
も
と
め
て
転
進
を
は
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
構
想
が
善
隣
協
会
で
あ
り
、
善
隣
訳
書
館
で
あ
っ
た
。
内
藤
の
「
墓
表
」
に
そ

れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
た
だ
、
『
支
那
漫
遊 

燕
山
楚
水
』
（
博
文
館
、
一
九
〇
〇
年
；
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
二
巻
、
所
収
）
に
は
、
岡
本
監

輔
・
吾
妻
某
が
善
隣
訳
書
館
創
立
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
対
談
記
録
（
一
八
九
九
年
十
月
）
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
知
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
く
、
軽
重
を
判
断
し
て
二
百
字
た
ら
ず
の
短
文
に
は
そ
の
こ
と
を
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
ち
の

伝
記
や
年
譜
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
到
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
事
跡
は
、
結
局
、
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

金
沢
氏
ら
に
よ
る
岡
本
監
輔
顕
彰
の
後
、
最
近
で
は
徳
島
大
学
教
授
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
氏
に
よ
っ
て
、
岡
本
韋
庵
「
支
那
遊
記
」
や
「
烟
台
日
記
」

の
翻
刻
が
精
力
的
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
（
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
第
八
号
、
第
九
号
；
『
言
語
文
化
研
究
』
第
三
巻
、
第
四
巻
）
。
有
馬
氏
ら
は
、

ほ
と
ん
ど
「
樺
太
探
検
家
」
と
し
て
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
岡
本
が
実
は
「
儒
学
者
で
も
あ
り
、
亦
た
教
育
者
で
も
あ
っ
た
」
一
面
を
掘
り
お
こ
そ
う
と

し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
本
書
は
さ
ら
に
ア
ジ
ア
主
義
者
と
し
て
の
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
時
期
の
岡
本
の
知
的
営
為
の
跡
を
世
に
提
供
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
亜
細
亜
協
会
時
代
を
ふ
く
め
て
の
活
動
の
大
体
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
初
期
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察 

第
六
章
善
隣
協

会
に
つ
い
て
│
岡
本
監
輔
の
ば
あ
い
│
」
（
『
東
亜
』
第
四
一
六
号
、
二
〇
〇
二
年
二
月
。
以
下
、
本
考
察
に
つ
い
て
は
章
名
と
号
数
の
み
を
記
す
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。 

 

岡
本
監
輔
の
遺
品
中
の
関
係
資
料
の
文
書
形
態
は
【
資
料
十
二
】
が
洋
紙
（
縦
約
二
二
×
横
約
一
五
セ
ン
チ
）
洋
綴
じ
の
印
刷
品
で
あ
る
以
外
は
、
み

な
和
紙
を
も
ち
い
た
手
書
き
文
書
で
、
そ
れ
ら
は
【
資
料
十
三
】
が
や
や
短
寸
（
縦
約
一
八
セ
ン
チ
）
で
あ
る
の
を
除
き
、
す
べ
て
所
謂
美
濃
紙
大
（
縦

約
二
五
セ
ン
チ
×
横
三
七
約
セ
ン
チ
）
の
袋
綴
じ
で
あ
る
。 

 

本
書
に
収
め
た
文
書
の
内
、
「
監
輔
草
」
と
明
署
さ
れ
て
い
る
も
の
に
【
資
料
三
】
が
あ
る
。
【
資
料
五
】
か
ら
【
資
料
十
】
が
同
じ
筆
で
あ
る
こ
と

は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
【
資
料
十
一
】
【
資
料
十
三
】
が
よ
り
ラ
フ
な
字
体
な
が
ら
、
や
は
り
同
筆
で
あ
る
こ
と
も
ま
ず
間
違
い
な
い
。
【
資
料

二
】
【
資
料
四
】
は
か
な
り
違
う
よ
う
だ
が
、
自
伝
原
稿
な
ど
と
は
よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
や
は
り
岡
本
の
筆
、
と
判
断
し
て
お
く
。
そ

れ
ら
に
た
い
し
、
【
資
料
一
】
【
資
料
十
四
】
は
お
そ
ら
く
別
人
の
筆
だ
が
、
そ
の
改
訂
稿
は
岡
本
の
筆
で
あ
る
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
い
さ
さ
か
疑
問

の
残
る
も
の
を
ふ
く
め
、
み
な
相
互
に
関
連
し
あ
う
一
群
の
文
書
な
の
で
あ
る
。 

 

原
文
書
に
は
す
べ
て
日
付
が
な
く
、
「
目
録
」
に
配
列
さ
れ
た
順
序
も
、
か
な
ら
ず
し
も
時
間
的
な
序
列
に
従
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
私
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の
配
列
、
す
な
わ
ち
、 

  
 

東
洋
開
国
商
社
↓
善
隣
義
会
↓
善
隣
協
会
↓
善
隣
訳
書
館 

 

の
順
序
に
つ
い
て
簡
単
に
根
拠
を
示
し
て
説
明
を
く
わ
え
て
お
こ
う
。 

 

〈
東
洋
開
国
商
社
↓
善
隣
義
会
〉
は
、
【
資
料
一
】
そ
の
も
の
で
の
訂
正
だ
か
ら
前
後
関
係
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
善
隣
義
会
」
を
表
題
と
す

る
三
点
の
文
書
は
、
【
資
料
一
ⓑ
】
が
和
文
、
【
資
料
二
】
と
【
資
料
三
】
が
漢
文
で
、
後
者
に
お
い
て
清
韓
両
国
へ
の
「
善
隣
」
の
姿
勢
が
よ
り
明
確

に
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
、
岡
本
監
輔
は
か
つ
て
吾
妻
兵
治
に
か
わ
っ
て
『
亜
細
亜
協
会
報
告
』
を
編
集
し
た
が
、
そ
の
頃
の
同

誌
は
三
国
人
士
の
相
互
了
解
と
交
流
促
進
の
た
め
に
全
誌
漢
文
で
編
集
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
亜
細
亜
協
会
に
つ
い
て
」
『
東
亜
』
第
四
一
四

号
）
。 

 

【
資
料
三
】
の
「
善
隣
義
会
五
規
」
が
岡
本
監
輔
起
草
の
草
案
を
成
斎
重
野
安
繹
と
中
洲
三
島
毅
と
に
ま
わ
し
、
重
野
と
三
島
の
意
見
を
書
き
込
ん
だ

も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
知
識
人
間
の
交
流
の
具
体
相
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
他
に
も
改
訂
が
朱
書
さ
れ
て
い
る
文
書
は
あ
る

が
、
こ
れ
は
三
島
が
朱
書
を
も
ち
い
て
区
別
し
て
い
る
の
で
、
特
に
三
者
の
署
名
の
あ
る
半
葉
を
カ
ラ
ー
版
で
口
絵
と
し
て
掲
げ
、
眉
批
の
各
条
の
｛
墨

書
｝
｛
朱
書
｝
を
「
整
理
稿
」
に
注
記
し
た
。
な
お
、
圏
点
・
傍
点
は
す
べ
て
朱
書
、
す
な
わ
ち
三
島
の
も
の
で
、
読
点
は
墨
書
だ
け
の
も
の
と
墨
書
に

朱
書
を
重
ね
た
も
の
と
が
あ
る
。 

 

つ
ぎ
の
〈
善
隣
義
会
↓
善
隣
協
会
〉
は
、
前
後
関
係
を
直
接
的
に
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
義
会
」
か
ら
「
協
会
」
へ
と
組
織
体
の
名

称
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
「
善
隣
」
の
課
題
が
思
想
的
に
よ
り
よ
く
推
敲
さ
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
だ
れ
し
も
の
肯
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
い

わ
ば
論
理
序
列
を
尺
度
に
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
前
後
関
係
に
問
題
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
別
の
組
織
体
が
構
想
さ
れ
た
可
能
性
は
考
え
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
が
）
。
「
善
隣
」
と
い
う
角
度
か
ら
推
敲
の
跡
を
尋
ね
る
な
ら
、
一 

東
ア
ジ
ア
三
国
の
近
代
に
と
っ
て
の
「
興
亜
」
の
課
題
が
明
確
に

打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
二 

西
洋
近
代
文
明
摂
取
の
課
題
が
日
本
を
中
心
に
清
韓
両
国
へ
と
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
三 

活
動
内
容
が
清
韓

二
国
向
け
の
漢
訳
書
の
作
成
・
提
供
に
特
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
に
、
資
金
提
供
の
件
や
会
議
の
持
ち
方
と
い

っ
た
細
則
的
な
部
分
が
削
除
さ
れ
、
ま
た
「
附
則
」
や
「
訳
述
方
法
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
た
め
、
「
主
旨
」
と
し
て
よ
り
形
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
も
贅

言
を
要
し
ま
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
「
善
隣
協
会
主
旨
」
を
表
題
に
し
た
文
書
は
【
資
料
四
】
の
「
第
一
稿
」
か
ら
【
資
料
八
】
の
「
第
五
稿
」
ま
で
全
部
で
五
件
あ
り
、
そ
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れ
ら
全
て
に
改
訂
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
見
れ
ば
明
ら
か
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
あ
る
改
訂
稿
が
次
の
元
稿
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

こ
に
着
目
し
て
そ
れ
ら
五
件
の
前
後
関
係
を
判
定
し
た
。 

 
「
訳
述
方
法
」
の
二
件
は
、
改
訂
部
分
を
点
検
す
る
と
、
【
資
料
九
】
の
「
甲
稿
」
が
【
資
料
十
】
の
「
乙
稿
」
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
分
か
る
。

そ
し
て
、
【
資
料
五
】
「
善
隣
協
会
主
旨
」
中
の
「
訳
述
方
法
」
三
カ
条
と
「
甲
稿
」
の
前
三
条
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
甲
稿
」

が
「
資
料
五
」
段
階
の
「
主
旨
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
（
あ
る
い
は
「
資
料
五
」
の
「
訳
述
方
法
」
も
後
二
条
が
別
葉
に
書
か
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。 

 

〈
善
隣
協
会
↓
善
隣
訳
書
館
〉
は
、
付
録
の
二
文
書
か
ら
し
て
明
ら
か
だ
ろ
う
。
【
付
録
一
】
「
善
隣
協
会
主
旨
」
は
一
八
九
九
年
一
月
刊
の
『
清
議

報
』
第
二
号
に
、
【
付
録
二
】
吾
妻
兵
治
「
善
隣
訳
書
館
条
議
引
」
は
一
九
〇
〇
年
四
月
刊
の
『
亜
東
時
報
』
第
二
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
九
九
年
春
夏
の
間
に
吾
妻
ら
が
善
隣
訳
書
館
創
立
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
こ
の
流
れ
は
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
な
の

だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
岡
本
が
訳
書
館
の
実
際
活
動
に
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
『
亜
東
時
報
』
は
立
庵
山
根
虎
之
助
を
主
筆
に
上
海

で
刊
行
さ
れ
て
い
た
漢
文
雑
誌
で
、
唐
才
常
も
一
時
編
集
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

【
資
料
十
一
】
の
「
無
題
目
文
書
」
は
、
も
と
も
と
「
会
」
の
規
則
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
が
、
「
館
」
の
構
想
の
文
書
に
変
わ
っ
て
い
く
段
階
の

も
の
で
、
お
そ
ら
く
「
善
隣
協
会
」
か
ら
「
善
隣
訳
書
館
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
改
訂
稿
」
の
「
第
十
六
則
」
で
「
同
志
創
業

者
」
と
し
て
岡
本
監
輔
と
と
も
に
九
人
が
挙
げ
ら
れ
て
そ
こ
に
吾
妻
兵
治
の
名
が
な
く
、
ま
た
「
第
十
七
則
」
で
岡
本
の
「
万
国
通
典
」
を
は
じ
め
、
「
列

国
史
鑑
・
明
治
字
典
・
皇
国
文
藝
傳
・
国
士
美
談
・
言
行
類
纂
」
を
出
版
予
定
の
書
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
吾
妻
と
と
も
に

善
隣
訳
書
館
創
立
を
準
備
し
は
じ
め
た
岡
本
が
、
お
そ
ら
く
は
一
八
九
九
年
秋
冬
の
間
に
吾
妻
た
ち
と
は
別
の
「
館
」
を
発
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
の
案
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

【
資
料
十
二
】
は
事
業
拡
大
を
目
指
し
て
作
ら
れ
た
善
隣
訳
書
館
の
株
式
会
社
化
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
「
目
録
」
で
は
「
善
隣
訳
書
館
開
業

説
明
書
」
と
略
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
善
隣
訳
書
館
は
一
八
九
九
年
末
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
著
・
吾
妻
兵
治
訳
『
国
家
学
』
、
重
野
安
繹
著
『
大
日

本
維
新
史
』
・
石
井
忠
利
著
『
戦
法
学
』
と
『
日
本
警
察
新
法
』
を
実
際
に
刊
行
し
た
。
館
の
代
表
者
松
本
正
純
と
幹
事
吾
妻
兵
治
が
そ
れ
ら
を
携
え
て

渡
清
し
、
出
版
環
境
等
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
た
結
果
を
踏
ま
え
て
の
拡
大
計
画
案
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
「
付
録
二
」
よ
り
い
く
ら
か
後
の
一
九

〇
〇
年
秋
冬
の
間
に
印
刷
に
付
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
拙
稿
「
善
隣
訳
書
館
に
つ
い
て
」
『
東
亜
』
第
四
一
七
号
）
。
中
に
岡
本
監
輔
へ

の
言
及
は
あ
る
が
、
そ
の
筆
致
か
ら
し
て
善
隣
訳
書
館
内
の
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
内
容
は
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
“
武

士
の
商
法
”
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
意
気
込
み
の
真
剣
さ
は
十
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
実
際
に
は
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
善
隣
訳
書
館
の
文
書
が
善
隣
協
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会
関
係
の
原
稿
類
と
と
も
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
類
縁
性
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
【
資
料
十
三
】
と
【
資
料
十
四
】
は
、
「
善
隣
」
を
表
題
に
冠
す
る
学
会
と
学
堂
の
文
書
を
参
考
ま
で
に
入
れ
て
お
い
た
。 

  

本
書
に
お
さ
め
た
諸
文
書
は
、
日
清
戦
争
後
に
当
時
の
知
識
人
が
東
ア
ジ
ア
の
隣
国
で
あ
る
清
国
と
韓
国
、
と
く
に
清
国
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
「
善

隣
」
関
係
を
と
り
結
ぶ
べ
き
か
を
あ
れ
こ
れ
模
索
・
構
想
し
た
、
そ
の
思
索
の
跡
を
し
め
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
な
意
義
は
切
り
込
む
角

度
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
露
呈
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
明
治
精
神
史
の
ア
ジ
ア
主
義
的
側
面
か
ら
す
る
意
義
と
し
て
以
下
の
四
点
を
挙
げ

て
お
き
た
い
。 

  

ま
ず
第
一
に
、
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
は
、
西
洋
近
代
文
明
が
世
界
を
席
巻
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
と
対
抗
的
に
東
ア
ジ
ア
の
地
で
誕
生

し
た
ア
ジ
ア
主
義
の
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
一
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
。
ア
ジ
ア
主
義
を
標
榜
す
る
団
体
と
し
て
は
、
興
亜
会
や
亜
細
亜
協
会
が
す
で
に
一
八

八
〇
年
代
に
登
場
す
る
が
、
岡
本
監
輔
・
重
野
安
繹
・
三
島
毅
・
吾
妻
兵
治
等
は
み
な
、
そ
れ
ら
諸
団
体
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
か
れ

ら
は
い
ず
れ
も
西
洋
近
代
文
明
受
容
の
不
可
避
を
わ
き
ま
え
、
手
持
ち
の
孔
子
（
さ
ら
に
は
老
子
・
釈
迦
）
の
教
え
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
を
取
り
こ
も
う

と
し
た
の
だ
が
（
「
資
料
三
」
等
）
、
そ
の
営
為
は
西
洋
近
代
文
明
の
相
対
化
で
あ
り
、
ま
た
近
代
の
内
実
の
豊
富
化
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

  

第
二
に
、
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
は
、
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
日
中
両
国
の
対
等
な
提
携
の
具
体
化
の
一
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
。
日
本
に
敗
北
し
た

こ
と
は
清
国
の
知
識
人
の
中
華
意
識
を
動
揺
さ
せ
、
か
れ
ら
の
間
に
深
刻
な
反
省
を
よ
び
お
こ
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
対
日
提
携
ム
ー
ド
の
高
揚
が
お

こ
り
、
戊
戌
（
一
八
九
八
）
の
年
に
は
上
海
に
お
け
る
亜
細
亜
協
会
や
湖
南
に
お
け
る
東
亜
会
の
分
会
の
結
成
な
ど
、
対
等
な
関
係
の
上
に
築
か
れ
る
提

携
へ
の
動
き
が
活
発
化
し
た
。
対
等
は
日
本
側
の
基
本
的
な
立
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
書
所
収
資
料
で
は
、
本
部
を
東
京
に
設
け
る
が
、
「
支

那
朝
鮮
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
」
日
本
を
支
部
と
し
て
よ
い
（
「
資
料
十
三
ⓑ
」
）
と
、
主
体
的
立
場
の
相
互
尊
重
を
明
言
し
て
い
る
。 

 

第
三
に
、
中
華
意
識
の
動
揺
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
だ
が
、
維
新
以
来
の
発
展
の
シ
ェ
ー
マ
的
把
握
に
も
と
づ
き
、
訳
書
提
供
に
よ
り
清
韓
両
国

に
た
い
す
る
日
本
の
文
明
史
的
役
割
を
果
た
す
べ
く
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
が
構
想
さ
れ
た
こ
と
。
皇
国
に
た
い
す
る
「
過
剰
な
ま
で
の
自
意
識
」
を

も
つ
岡
本
監
輔
（
有
馬
卓
也
「
岡
本
韋
庵
覚
書
」
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
第
一
二
号
）
は
、
三
十
年
来
の
得
失
を
総
括
し
て
「
共
和
革
命
等
書
」
を

「
流
毒
」
多
き
も
の
と
し
て
提
供
を
避
け
る
、
と
い
う
（
「
資
料
九
ⓐ
」
）
。
こ
の
色
調
は
し
だ
い
に
薄
め
ら
れ
て
い
き
、
ま
ず
「
共
和
」
つ
い
で
「
革

命
」
の
語
も
書
面
上
に
見
え
な
く
な
る
が
、
「
善
隣
訳
書
館
条
議
引
」
に
い
た
る
ま
で
マ
イ
ナ
ス
経
験
を
避
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
基
調
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
押
し
つ
け
で
は
あ
る
が
、
の
ち
の
蔑
視
・
侵
略
へ
と
結
び
つ
く
日
本
の
「
優
越
」
的
立
場
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
、
相
手
国
の

発
展
に
た
い
す
る
扶
助
を
基
本
的
に
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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そ
し
て
第
四
に
、
国
家
の
文
明
史
的
役
割
と
個
人
の
生
活
的
営
為
を
同
時
に
解
決
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
善
隣
協
会
・
善
隣
訳
書
館
が
打
ち
出
さ
れ

た
こ
と
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
善
隣
協
会
が
当
初
は
「
東
洋
開
国
商
社
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
の
発
展
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
善
隣
訳

書
館
の
事
業
が
「
国
家
的
」
と
「
営
利
的
」
と
を
統
一
的
に
捉
え
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
（
「
資
料
十
二
」
）
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で

い
う
「
国
家
的
」
な
る
語
に
「
国
権
的
」
の
臭
い
が
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
が
、
相
手
の
蹂
躙
を
当
然
と
し
、
ま
た
滅
私
奉
公
的
に
国
家
の
利
益
を
優

先
さ
せ
る
国
家
主
義
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
贅
言
を
要
し
ま
い
。
こ
れ
は
興
隆
期
の
時
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
基
底
と
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
資
料
集
の
編
集
刊
行
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
梁
啓
超
の
研
究
を
し
て
い
て
吾
妻
兵
治
訳
『
国
家
学
』
を
刊
行
し
た

善
隣
訳
書
館
な
る
出
版
社
が
気
に
な
り
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
共
同
研
究 

梁
啓
超
│
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
│
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九

九
九
年
）
を
刊
行
し
た
時
に
は
、
前
述
し
た
内
藤
湖
南
の
記
述
く
ら
い
し
か
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
手
詰
ま
り
状
況
を
突
破
し
て
徳
島
県
立
図
書

館
蔵
の
岡
本
監
輔
文
書
へ
と
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
鳴
門
教
育
大
学
教
授
の
小
浜
正
子
氏
の
お
か
げ
で
あ
る
。
ま
た
、
福
岡
国
際
大
学
教
授

の
黒
木
彬
文
氏
か
ら
は
関
係
資
料
の
恵
贈
を
受
け
た
。
本
所
創
立
七
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
『
西
洋
近
代
文
明
と
中
華
世
界
の
変
容
』
（
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
に
そ
の
一
端
を
書
き
込
み
は
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
資
料
的
重
要
性
か
ら
す
れ
ば
、
文
書
そ
の
も
の
を
整
理
・
公
表

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
要
望
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
徳
島
県
立
図
書
館
（
大
平
明
宏
館
長
）
に
深
く
感
謝
す
る
。 

 

文
書
の
撮
影
と
不
明
文
字
の
確
認
に
は
徳
島
県
立
文
書
館
の
外
園
秀
彦
氏
、
版
下
作
成
に
は
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
山
田
崇
仁
氏
の
協
力
を
、
異
体

字
等
の
確
定
に
は
本
所
教
授
高
田
時
雄
、
安
岡
孝
一
、
浅
原
達
郎
、
佐
々
木
克
氏
の
援
助
を
う
け
た
。
ま
た
、
「
付
録
二
」
の
『
亜
東
時
報
』
の
入
手
に

は
、
北
京
大
学
留
学
生
（
当
時
）
滝
田
豪
、
歴
史
系
教
授
王
暁
秋
お
よ
び
図
書
館
長
戴
龍
基
氏
の
格
別
の
配
慮
を
え
た
。
記
し
て
心
か
ら
感
謝
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
資
料
集
を
編
集
し
た
の
は
始
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
大
方
の
ご
教
示
を
お
願
い
す
る
し
だ
い

で
あ
る
。 

                 

二
〇
〇
二
年
二
月 
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