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倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
聴
交
渉

長

正

統

は

じ

め

に

乙
ζ

に
紹
介
す
る
八
通
の
朝
鮮
語
書
簡
は
、
一
九
六
七
年
夏
、
筆
者
が
、
長
崎
県
下
県
郡
厳
原
町
の
宗
氏
文
庫
で
採
訪
し
た
も
の
で
あ

る
。
乙
れ
ら
の
書
簡
は
、
釜
山
倭
館
に
駐
在
し
た
対
馬
の
朝
鮮
適
調
の
と
乙
ろ
へ
朝
鮮
の
倭
学
訳
官
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
も
の
が
大
部
分

で
あ
り
、
時
代
は
一
八
O
O年
前
後
す
な
わ
ち
朝
鮮
で
い
う
と
正
粗
末
年
か
ら
純
組
の
初
年
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
日
朝
両
国
聞
に

と
り
か
わ
さ
れ
た
書
簡
は
『
同
文
嚢
考
』
と
か
以
町
庵
の
『
本
邦
朝
鮮
往
復
書
』
と
か
に
数
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
書
簡
の
実
物

色
数
多
く
現
害
し
て
、
決
し
て
め
ず
ら
し
く
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
公
式
な
外
交
々
捗
の
場
で
と
り
か
わ
さ
れ
た
漢
文
書
簡
ば
か
り
で
あ

り
、
乙
乙
に
紹
介
す
る
よ
う
な
両
国
の
訳
官
の
閣
で
と
り
か
わ
さ
れ
た
朝
鮮
語
書
簡
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
後
述
す
る

と
ζ

ろ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
公
式
な
外
交
々
渉
の
根
廻
し
の
た
め
の
私
的
な
書
簡
で
あ
り
、
な
か
に
は
一
読
火
中
し

て
く
れ
と
書
い
て
い
る
秘
密
書
簡
で
あ
っ
た
り
し
て
、
公
式
な
書
簡
類
で
は
知
り
え
な
い
外
交
の
舞
台
裏
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
る
。
と
く

に
そ
れ
ら
書
簡
の
大
部
分
が
、
い
わ
ゆ
る
通
信
使
易
地
行
聴
の
交
渉
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
点
も
興
味
ぷ
か
い
。
本
稿
は
、
乙
れ
ら
書

簡
の
解
説
と
翻
訳
を
中
心
に
し
て
多
少
の
解
説
を
乙
乙
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。

朝
鮮
語
の
古
文
書
は
、
日
本
で
は
な
じ
み
が
す
く
な
い
の
で
、
本
来
な
ら
ば
全
葉
写
真
で
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ

る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
二
葉
を
例
示
し
、
他
は
解
読
文
の
み
を
示
す
。
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易
地
行
聴
協
定
の
成
立
と
朴
俊
漢
書
簡

通
信
使
易
地
行
璃
の
研
究
と
し
て
は
田
保
橋
潔
氏
の
「
朝
鮮
国
通
信
使
易
地
行
牌
考
」

り
、
交
渉
の
は
じ
ま
り
か
ら
来
轄
に
い
た
る
経
過
が
詳
し
く
考
証
さ
れ
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
も
易
地
行
牌
交
渉
の
経
過
を
概
観
す
る
に

（
『
近
代
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
下
所
収
）
が
あ

つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
に
依
拠
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
乙
と
わ
っ
て
お
く
。

か
つ
て
は
徳
川
将
軍
の
権
威
を
内
外
に
誇
示
す
る
文
字
通
り
一
世
一
代
の
盛
事
と
し
て
将
軍
の
代
替
り
ご
と
に
華
や
か
に
演
出
さ
れ
た

通
信
使
来
聴
で
あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
後
半
と
も
な
る
と
幕
府
と
し
て
は
、
財
政
の
窮
乏
の
た
め
逆
に
大
変
な
重
荷
に
な
っ
て
き
た
。
朝

鮮
と
し
て
も
事
情
は
似
た
も
の
が
あ
り
、
信
使
差
遣
の
た
め
の
経
費
の
負
担
、
と
く
に
将
軍
を
は
じ
め
諸
所
へ
、
み
や
げ
と
し
て
持
っ
て

い
く
礼
単
人
妻
の
定
数
を
調
達
す
る
の
が
大
変
な
苦
労
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
信
使
行
を
簡
素
化
す
る
こ
と
（
そ

の
最
大
の
も
の
が
江
戸
ま
で
信
使
を
迎
え
な
い
で
対
馬
で
鴨
礼
を
す
ま
す
易
地
行
鴎
で
あ
る
が
）
な
ど
は
、
国
家
の
体
面
と
か
先
例
と
か

に
拘
束
さ
れ
て
容
易
で
な
い
の
が
当
時
の
両
国
の
関
係
で
あ
っ
た
。

一
七
八
六
年
将
軍
家
治
が
な
く
な
り
、
家
斉
が
襲
職
し
て
将
軍
代
替
り
の
通
信
使
来
聴
が
現
実
の
日
程
に
の
ぼ
る
と
、
以
上
の
よ
う
な

問
題
が
急
に
表
面
化
し
て
き
た
。
朝
鮮
へ
の
交
渉
の
窓
口
で
あ
る
対
馬
藩
で
も
藩
財
政
は
破
綻
の
極
に
あ
っ
た
の
で
、
家
老
杉
村
直
記
ら

は
通
信
使
来
鳴
を
機
に
そ
の
接
伴
費
用
を
幕
府
か
ら
下
賜
さ
れ
、
藩
財
政
の
立
て
な
お
し
に
利
用
す
る
ζ

と
を
も
く
ろ
ん
で
、
即
時
江
戸

来
鳴
を
幕
閣
に
働
き
か
け
た
。
し
か
し
田
沼
意
次
失
脚
の
あ
と
を
受
け
て
松
平
定
信
が
老
中
筆
頭
と
な
る
と
、
定
信
は
田
沼
の
信
任
を
受

け
た
杉
村
を
し
り
ぞ
け
、
か
わ
り
に
同
藩
の
家
老
古
川
図
書
を
と
り
た
て
、
一
七
八
八
年
五
月
に
い
た
り
古
川
に
通
信
使
来
聴
延
期
を
朝

鮮
に
交
渉
す
る
よ
う
命
じ
た
。
朝
鮮
も
ま
た
前
述
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
の
で
、
古
川
の
交
渉
は
成
功
し
、
翌
年
三
月
に
は
通
信
使
延

期
（
日
本
で
は
延
璃
と
称
し
た
）
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
。
乙
の
こ
ろ
、
対
馬
藩
で
は
鷹
匠
か
ら
昇
進
し
て
家
老
と
な
っ
た
大
森
繁
右

衛
門
が
杉
村
直
記
と
の
対
抗
上
、
松
平
定
信
に
接
近
し
、
定
信
の
意
を
む
か
え
て
通
信
使
の
対
馬
で
の
行
礼
（
易
地
行
鴨
）
を
主
張
す
る

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
聴
交
渉
（
長
）

一O
五
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簡
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長
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六

よ
う
に
な
っ
た
。

一
七
九
一
年
五
月
、
定
信
は
大
森
に
、
朝
鮮
に
た
い
し
て
易
地
行
轄
の
交
渉
を
開
始
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
乙
で
大
森
の
一
派
で
あ
る

平
田
隼
人
が
通
信
使
議
定
大
差
使
と
し
て
、
同
年
十
二
月
釜
山
倭
館
へ
わ
た
っ
た
が
、
訓
導
（
釜
山
に
駐
在
し
倭
館
と
折
衝
す
る
倭
学

訳
官
の
長
）
・
東
莱
府
使
は
通
信
使
請
来
大
差
使
が
く
る
べ
き
順
序
で
あ
る
の
に
、
議
定
の
名
目
で
の
大
差
使
が
渡
来
し
た
の
は
不
審
で

あ
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
ん
と
し
、
政
府
か
ら
も
退
去
命
令
が
出
さ
れ
た
。
平
田
ら
は
そ
れ
を
無
視
し
て
滞
留
し
、
さ
ら
に
交
渉
を
つ
づ
け

ょ
う
と
し
た
が
何
の
進
展
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
ζ

で
乙
ん
ど
は
大
森
自
身
が
将
軍
の
世
子
竹
千
代
誕
生
を
通
知
す
る
告
慶
大
差
使
と

な
っ
て
、
一
七
九
三
年
七
月
渡
海
し
交
渉
の
打
闘
を
は
か
っ
た
。
一
方
、
幕
府
で
は
同
年
七
月
松
平
定
信
が
老
中
筆
頭
を
免
ぜ
ら
れ
、
松

平
信
明
が
か
わ
っ
た
が
以
後
も
延
璃
・
易
地
の
方
針
は
踏
襲
さ
れ
た
。
朝
鮮
で
は
大
森
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
易
地
信
使
は
先
例

に
反
す
る
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
一
七
九
五
年
二
月
平
田
ら
は
滞
館
四
年
に
し
て
、
む
な
し
く
帰
国
し
た
。
対
馬
の
報
告
を
受
け
た
幕
府
で

は
、
や
む
を
え
ず
延
轄
の
方
針
に
た
ち
か
え
り
周
年
六
月
、
対
馬
に
命
じ
て
朝
鮮
へ
延
期
確
認
の
書
を
送
ら
せ
、
東
莱
府
使
か
ら
は
こ
れ

を
了
承
す
る
返
書
を
え
た
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
も
朝
鮮
も
信
使
延
期
の
線
で
一
致
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
馬
で
は
大
森
・
平
田
と
そ
の
一
派
に
属
す
る
倭
館
々

守
戸
田
頼
母
（
実
名
源
暢
明
）
ら
が
、
杉
村
一
派
（
易
地
行
轄
に
反
対
）
と
の
抗
争
上
、
政
治
生
命
を
か
け
て
易
地
行
聴
実
現
に
む
か
つ

て
、
つ
っ
ぱ
し
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
倭
館
々
守
一
戸
田
は
倭
学
訓
導
朴
俊
漢
と
意
志
を
疎
通
す
る
乙
と
に
成
功
し
た
。
乙
れ
以
後
対
馬
側

は
朝
鮮
側
の
倭
学
訳
官
と
結
托
し
て
易
地
交
渉
を
強
引
に
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
朴
俊
漢
は
朝
鮮
側
で
そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
で

あ
る
。
朴
俊
漢
は
館
守
一
戸
田
頼
母
に
た
い
し
て
、
ま
ず
省
弊
（
通
信
使
の
人
員
や
み
や
げ
と
し
て
粛
去
す
る
物
件
の
数
量
を
減
ず
る
な
ど

し
て
、
朝
鮮
側
の
経
費
節
減
を
は
か
る
と
と
）
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
側
が
易
地
に
同
意
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
旨
を
通
達

し
た
。
ま
た
東
莱
府
使
者
J

長
烈
は
一
七
九
五
年
十
月
に
三
度
目
の
館
守
役
を
お
え
て
帰
国
す
る
戸
田
に
書
を
送
り
、
省
弊
と
易
地
交
渉
の

た
め
通
信
使
請
来
大
差
使
の
派
遣
を
も
と
め
た
。
こ
れ
を
大
森
ら
は
大
い
に
よ
ろ
ζ

ぴ
、
老
中
松
平
信
明
ら
に
上
申
し
た
が
、
翌
年
四
月



二
十
日
、
信
明
は
対
馬
藩
の
在
府
家
老
多
田
左
膳
を
よ
ぴ
出
し
、
朝
鮮
が
ま
ず
易
地
行
聴
に
同
意
し
な
け
れ
ば
省
弊
等
を
商
議
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
請
来
大
差
使
を
つ
か
わ
す
ζ

と
も
で
き
な
い
、
乙
の
む
ね
朝
鮮
へ
通
告
す
る
よ
う
っ
た
え
た
。
乙
れ
で
易
地
交
渉
は
ま
た
ふ

り
だ
し
に
も
ど
っ
た
が
、
折
よ
く
同
年
八
月
、
朴
俊
漢
が
致
賀
兼
間
嬰
臨
海
乱
臨
と
し
て
対
馬
に
渡
来
し
た
の
で
、
乙
の
機
を
と
ら
え
大

森
・
多
国
ら
は
易
地
問
題
を
協
議
し
た
。
朴
俊
漢
は
、
礼
単
人
萎
の
減
額
な
ど
四
件
の
省
弊
に
幕
府
を
し
て
同
意
せ
し
め
れ
ば
、
自
分
も

朝
鮮
政
府
を
し
て
易
地
信
使
に
同
意
せ
し
め
る
乙
と
を
約
し
、
対
馬
藩
は
こ
の
こ
と
が
予
定
通
り
進
行
す
れ
ば
銅
鉄
二
千
斤
そ
の
他
多
額

の
物
資
を
贈
与
す
る
と
の
手
楳
ぞ
朴
俊
漢
に
あ
た
え
た
（
乙
の
銅
鉄
そ
の
他
は
後
に
実
際
贈
与
さ
れ
た
）
。
な
お
朴
俊
漢
は
円
分
が
帰
国
し

て
か
ら
の
ち
の
こ
の
件
の
交
渉
は
、
釜
山
訓
導
朴
致
倹
ぞ
通
じ
て
転
達
す
る
よ
う
依
頼
し
た
と
い
う
。
朴
致
俄
は
か
れ
の
一
味
で
あ
り
、

後
に
紹
介
す
る
書
簡
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
で
朝
鮮
政
府
で
は
、
朴
俊
漢
の
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
七
九
七
年
二
月
、
易
地
信
使
は
省
弊
に
つ
な
が
れ
ば
朝
鮮
に
と
っ

て
も
有
利
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
を
あ
ら
た
め
る
の
は
な
お
問
題
が
あ
る
と
し
て
当
分
は
易
地
の
請
を
し
り
ぞ
け
、
た
だ
十
四

五
年
間
の
延
期
を
交
渉
す
る
こ
と
に
決
し
、
そ
の
た
め
の
講
定
官
に
朴
俊
漢
を
任
命
し
た
。
彼
は
同
年
春
、
東
莱
に
来
着
し
た
。
乙
の
と

き
四
度
目
の
館
守
を
勤
め
て
在
館
し
て
い
た
戸
田
頼
母
は
朴
俊
漢
を
お
U

か
え
て
交
渉
を
つ
め
、
同
年
九
月
に
い
た
り
、
単
夢
を
大
巾
に
減

ら
す
な
ど
三
個
条
の
省
弊
事
項
を
条
件
と
し
て
易
地
（
対
馬
）
腸
礼
挙
行
の
協
定
を
成
立
さ
せ
、
東
莱
府
使
鄭
尚
愚
の
文
書
に
よ
っ
て
こ

れ
を
確
認
す
る
乙
と
ま
で
し
た
が
、
実
は
乙
の
文
書
は
文
案
を
対
馬
側
が
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朴
俊
漢
が
偽
造
し
た
も
の
で
、
後
に
朝

鮮
側
で
第
一
の
好
訳
偽
造
書
契
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
つ
ぎ
に
あ
げ
る
の
は
朴
俊
漢
（
士
正
は
字
）
か
ら
倭
館
に
滞
在
中
の
対
馬
の
人
物
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る

（
解
読
文
付
参
照
）
。

某
宛
朴
俊
漢
書
簡
（
訳
）

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
鴨
交
渉
（
長
）

一O
七



倭
学
訳
宮
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

一O
八

昨
夜
来
御
気
嬢
安
ら
か
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
乙
と
と
存
じ
あ
げ
ま
す
。
小
生
は
、
昨
晩
に
暑
さ
を
お
か
し
て
上
来
し
、
腰
痛
が
一
層

ひ
ど
く
な
っ
た
よ
う
で
、
な
き
け
な
い
有
様
で
す
。
多
少
の
申
し
分
は
、
お
会
い
し
て
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、

ら
V

す
べ
て
事
を
尽
く
し
格
別
に
周
旋
し
て
、
順
調
に
成
し
と
げ
ら
れ
、
近
い
う
ち
に
（
対
馬
よ
り
倭
館
へ
）
還
来
さ
れ
る
事
を
千

万
お
待
ち
申
し
あ
げ
ま
す
。
あ
ま
り
の
お
名
残
惜
し
き
に
、
別
途
に
清
心
元
参
丸
を
お
送
り
し
ま
す
。
路
中
の
治
暑
の
緊
材
で
す
の

で
、
召
し
上
が
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
三
麗
へ
送
る
品
の
単
子
鴎
名
を
お
く
り
ま
す
の
で
、
照
数
し
、
き
ち
ん
と
お
伝
え
下
さ
い
ま

（
そ
の
後
ま
た
）
御
無
事
に
（
倭
館
へ
）
還
来
さ
れ
る
と
と
を
、
さ
ら
に
顕
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

（
帰
国
さ
れ
ま
し
た

品
唱
。
御
無
事
に
一
時
帰
国
さ
れ
、

A
E
組
二
十
一
・
寛
政
九
・
一
七
九
七
）

T
巳
聞
大
月
こ
十
λ
日

薬
馬
十
口
叩
M
M
H汁
枯
れ
γ
帥
一
切
吋
に
な
っ
て
お
子
様
た
ち
民

愈
知

日

乙
の
手
紙
の
日
付
は
、
丁
目
（
一
七
九
七
・
正
競
二
十
一
）
閏
六
月
二
十
八
日
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
朴
俊
漢
が
周
年
春
、
講
定
訳
官
と

し
て
東
莱
へ
下
着
し
た
後
で
、
周
年
九
月
に
偽
の
易
地
行
聴
協
定
を
成
立
さ
せ
る
ま
で
の
聞
に
あ
た
る
。

ζ

の
手
紙
は
、
宛
名
の
人
物
が

ま
さ
に
対
馬
へ
何
事
か
の
交
渉
に
行
か
ん
と
す
る
に
さ
い
し
て
、
朴
が
「
帰
国
し
て
す
べ
て
事
を
つ
く
し
、
格
別
に
周
旋
し
て
順
調
に
成

し
と
げ
て
く
る
よ
う
」
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
何
の
周
旋
を
期
待
し
て
い
る
か
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
時
期
か
ら
み
て
朝
鮮

が
希
望
す
る
省
弊
に
つ
い
て
対
馬
な
い
し
幕
府
の
同
意
を
う
る
と
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
る
。
乙
の
書
簡
の
受
取

人
は
、
戸
田
の
も
と
で
易
地
交
渉
に
当
っ
た
通
詞
と
お
も
わ
れ
、
後
に
あ
げ
る
書
簡
に
も
度
々
登
場
す
る
大
通
調
小
田
幾
五
郎
で
は
あ
る

ま
い
か
。
倭
館
に
お
け
る
対
馬
側
の
通
信
使
問
題
交
渉
担
当
の
面
々
に
は
、
一
戸
田
頼
母
を
筆
頭
に
、
目
付
早
川
恕
介
、
通
調
で
は
大
通
調

小
田
幾
五
郎
以
下
牛
田
善
兵
衛
・
吉
松
右
助
な
ど
が
い
た
。

ζ

の
と
き
、
朴
俊
漢
は
、
書
簡
の
相
手
へ
高
貴
薬
で
あ
る
清
心
一
苅
や
子
供
へ

と
高
級
菓
子
薬
果
を
贈
る
な
ど
細
や
か
な
心
遣
い
を
み
せ
て
お
り
、
偽
の
易
地
行
聴
協
定
を
つ
く
り
あ
げ
た
過
程
で
の
対
馬
側
の
担
当
通

調
と
朴
俊
漢
と
の
緊
密
な
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。



『
訳
科
梼
目
』
に
よ
れ
ば
、
字
毎
土
正
と
い
い
、
一
七
三
O
年
の
生
れ
で
、
本
貫
は
密
陽
、
乾
隆
壬
午
（
一
七
六
二
年
）

の
式
年
訳
科
に
合
格
し
て
い
る
。
か
れ
は
乙
の
書
簡
の
一
年
半
後
の
一
七
九
九
年
正
月
六
日
、
易
地
交
渉
の
さ
な
か
、
釜
山
で
病
死
し

た
。
か
れ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、
交
渉
相
手
で
あ
っ
た
芦
田
頼
母
が
そ
の
著
『
賛
言
話
集
正
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

三
七
九
九
）

士
正
齢
者
、
六
十
九
歳
ニ
而
、
去
ル
未
年
正
月
六
日
ニ
被
致
病
死
候
、
然
る
に
終
り
之
訓
導
勤
ハ
、
六
十
七
八
之
間
ニ
而
候
、
（
中

略
）
抱
又
、
御
用
隙
ニ
者
、
夕
方
、
毎
々
、
伏
兵
廻
リ
有
之
、
番
人
之
精
情
を
被
札
候
、
ケ
様
之
事
前
後
終
ニ
見
聞
不
申
、
兎
角
衆

－
一
勝
レ
候
精
勤
之
人
ニ
而
、
唯
、
長
命
之
無
キ
事
を
公
私
之
不
幸
と
存
候
。

朴
俊
漢
は
、

か
れ
は
対
馬
の
贈
賄
を
う
け
、
そ
の
意
向
に
そ
っ
た
活
動
を
し
た
が
、
単
に
く
み
し
や
す
い
人
物
と
し
て
あ
な
ど
ら
れ
る
乙
と
な
く
、

む
し
ろ
倭
館
を
監
視
す
る
伏
兵
幕
を
ま
め
に
見
廻
る
な
ど
精
勤
の
人
と
し
て
日
本
側
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。
ま
た
一
七

九
六
年
（
丙
辰
年
）
の
春
、
余
寒
が
厳
し
か
っ
た
た
め
釜
山
地
方
の
員
類
に
毒
が
発
生
し
た
乙
と
を
朴
俊
漢
が
知
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
倭
館

の
朝
市
へ
毒
の
あ
る
貝
を
持
ち
ζ

ま
な
い
様
、
出
入
り
の
商
人
に
申
し
触
れ
、
さ
ら
に
わ
ざ
わ
ざ
倭
館
ま
で
や
っ
て
き
て
、
決
し
て
か
か

る
貝
を
買
わ
な
い
よ
う
に
と
注
意
を
あ
た
え
た
と
い
い
、
同
書
に
乙
の
乙
と
脅
し
る
し
て
「
誠
信
之
重
キ
所
ヲ
相
輩
、
寄
特
ニ
存
候
故
、

記
置
候
事
」
と
結
ん
で
い
る
。
も
っ
て
か
れ
の
人
と
な
り
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
（
偽
の
）
易
地
行
聴
協
定
成
立
の
報
告
受
け
た
幕
府
で
は
、
一
七
九
八
年
（
戊
午
）
五
月
に
い
た
り
、
先
の
一
七
九
六
年
四
月
二

十
日
の
内
命
ぞ
ゆ
る
め
、
省
弊
三
条
件
を
基
礎
に
易
地
交
渉
に
応
ず
と
し
て
、
大
森
に
正
式
に
易
地
交
渉
再
聞
を
命
じ
た
。
そ
乙
で
館
守

戸
田
は
、
講
定
訳
官
朴
俊
漢
と
交
渉
し
、
同
年
十
一
月
に
省
弊
と
易
地
に
か
ん
す
る
い
わ
ゆ
る
戊
午
易
地
行
璃
協
定
が
成
立
し
た
。
そ
し

て
戸
田
の
求
め
に
よ
り
、
乙
の
協
定
を
確
認
す
る
礼
曹
参
議
及
び
東
莱
府
使
の
文
書
（
戊
午
年
十
一
月
日
付
）
が
同
年
十
二
月
十
九
日
訓

導
朴
致
倹
に
よ
っ
て
一
戸
固
に
手
わ
た
さ
れ
た
。
し
か
し
乙
の
協
定
も
ま
た
対
馬
と
朴
俊
漢
が
檀
造
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
礼
曹
参
議
お
よ

び
東
莱
府
使
の
文
書
は
、
対
馬
側
で
文
案
を
一
示
し
、
朴
俊
漢
が
偽
造
し
た
も
の
で
、
の
ち
に
朝
鮮
側
が
第
二
の
好
訳
偽
造
書
契
と
称
す
る

も
の
で
あ
る
。
対
馬
は
翌
年
二
月
、
乙
の
協
定
成
立
を
幕
府
へ
報
告
し
了
解
を
え
た
。
な
お
と
の
と
き
易
地
交
渉
と
は
別
に
信
使
延
期
の

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
勝
交
渉
（
長
）

一O
九



倭
学
訳
｛
門
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
鰐
交
渉
（
長
）

。

期
聞
に
つ
い
て
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
、

こ
の
の
ち
、
対
馬
で
は
、

一
七
九
八
年
八
月
に
十
筒
年
延
期
す
る
乙
と
で
合
意
に
達
し
て
い
る
。

一
八

0
0年
間
四
月
に
杉
村
直
記
一
派
が
一
時
、
力
を
も
り
か
え
し
大
森
一
派
を
し
り
ぞ
け
て
政
権
を
に
ぎ

り
、
幕
府
へ
易
地
行
聴
の
不
当
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
が
、
か
え
っ
て
藩
内
の
争
い
を
通
信
使
問
題
に
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
鑓
責
を
う

け
、
杉
村
一
派
は
失
脚
し
た
。
以
後
対
馬
藩
内
は
易
地
行
聴
派
で
か
た
め
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。

訓
事
人
事
を
め
ぐ
る
昼
間
禎
・
出
怯
珊
書
簡

戊
午
協
定
成
立
後
一
八

O
二
年
ま
で
数
年
間
は
、
両
国
間
に
通
信
使
問
題
で
表
立
っ
た
交
渉
は
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
の
二
書
簡
は
、
こ
の

聞
に
あ
た
る
一
八

O
O年
の
十
月
二
十
四
日
の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
楼
国
禎
（
華
彦
）
と
握
珊
（
伯
玉
）
か
ら
倭
館
の
首
席
通
訳
で
あ
る

大
通
詞
小
田
幾
五
郎
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
来
春
の
訓
導
の
人
事
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
側
と
裏
面
工
作
を
う
ち
あ
わ
せ
、
そ
の

実
行
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
訓
導
は
釜
山
に
駐
在
し
、
倭
館
と
折
衝
す
る
倭
学
訳
宮
の
長
で
、
次
席
を
別
差
と
い
う
。
倭
館
の
朝
鮮

側
と
の
交
渉
は
、
す
べ
て
訓
導
・
別
差
を
経
由
す
る
乙
と
に
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
周
旋
い
か
ん
が
交
渉
の
成
否
を
左
右
し
た
の
で
、
倭

館
側
に
と
っ
て
も
訓
導
人
事
は
重
大
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
易
地
問
題
で
欺
臨
工
作
を
つ
。
つ
け
て
い
る
と
き
だ
け
に
な
お
さ
ら
で
あ

っ
た
。
差
出
人
の
雀
国
槙
は
字
を
華
彦
と
い
い
、
一
七
五
五
年
生
れ
、
本
貫
は
慶
州
、
乾
隆
丁
酉
（
一
七
七
七
年
）
式
年
訳
科
に
合
格
し

て
い
る
。
雀
珊
は
、
字
を
伯
玉
と
い
い
、

る
。
ま
ず
雀
国
禎
書
簡
か
ら
紹
介
し
よ
う
（
解
読
文
同
参
照
）
。

一
七
六

O
年
生
れ
、
本
貫
は
清
州
、
乾
隆
乙
卯
（
一
七
九
五
年
）
式
年
訳
科
に
合
絡
し
て
い

小
田
幾
五
郎
宛
経
国
禎
書
簡
（
訳
）

［~］！ニ
田
幾

（五
「器郎
都3 様
来へ
状
L_  

華



（
純
組
即
位
年
・
党
政
十
二
・
一

λ
0
0）

庚
申
十
月
二
十
四
日

筆
彦
握
余
知
酌
融

（

B｝
 

右
助
ハ
出
F
様
も
御
無
事
で
あ
る
消
息

1

ー

ー

ハ
問
ハ
一
お
手
紙
も
差
上
げ
ず
残
念
で
ご
ざ

い
ま
す
。

お
手
紙
を
い
た
だ
き
拝
見
し
ま
す
に
、
そ
の
後
も
、
御
気
嫌
う
る
わ
し
く
あ
ら
せ
れ
る
御
様
子
に
て
、
遠
慰
や
ま
ず
と
い
う
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
館
守
様
録
制
諦
明
）
に
お
か
せ
ら
れ
で
も
、
御
無
事
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
三
種
の
品
物
（
を
贈
っ
て
下
さ
り
）
千
里

の
記
念
と
さ
れ
た
乙
と
感
謝
千
万
で
ご
ぎ
い
ま
す
。
小
生
は
志
な
く
し
て
お
り
ま
す
が
、
職
務
に
没
頭
し
て
お
り
ま
し
て
（
御
無
沙
汰

し
て
お
り
ま
し
て
）
心
苦
し
く
お
も
っ
て
お
り
ま
す
。
使
者
様
に
お
か
せ
ら
れ
で
も
御
無
事
の
よ
う
で
よ
ろ
乙
ば
し
く
存
じ
ま
す
。

東
莱
（
府
）
の
た
よ
り
は
、
今
も
っ
て
消
息
が
な
い
ら
し
く
、
も
ど
か
し
ゅ
う
と
ぎ
い
ま
す
。
貴
下
の
手
紙
に
も
言
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
仕
事
（
を
す
る
に
）
は
、
わ
れ
わ
れ
三
人
の
中
の
者
が
訓
導
に
は
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
で
す
の

に
、
明
春
は
訓
導
に
猷
性
様
髭
が
な
る
と
い
う
ζ

と
で
、
そ
う
な
れ
ば
両
国
間
の
大
事
が
ど
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
や
も
知
れ
ず
、

わ
れ
わ
れ
三
人
は
事
が
失
敗
に
帰
し
、
大
層
み
じ
め
な
と
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
伯
玉
様

警
の
お
話
宇
っ
か
が
う
に
、
（
伯
玉
様
の
手
紙
に
は
）
将
来
の
困
難
を
お
も
ん
ば
か
り
充
分
に
議
論
を
つ
く
し
た
お
言
葉
が
あ
る
よ

う
で
す
の
で
、
ど
う
か
私
情
を
は
さ
ま
な
い
で
、
伯
玉
様
の
手
紙
の
内
容
を
施
行
し
て
く
だ
さ
い
。
貴
下
も
国
の
た
め
周
旋
さ
れ
る

《
以
下
k
部
左
側
V

は
ず
で
す
の
で
、
間
違
い
な
い
と
は
お
も
い
ま
す
が
、
万
一
、
訓
導
を
献
性
様
が
し
て
伯
玉
様
が
な
れ
な
い
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ

円以
F
上
部
右
側
》

は
手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
の
で
、
深
く
か
ん
が
え
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
猷
性
様
さ
え
な
ら
な
け
れ
ば
、
自
然
に
訓
導
は
伯
玉
様
が
な

《
以
下
前
部
｝

る
は
ず
で
す
の
で
、
万
事
に
何
の
気
遣
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
深
く
深
く
諒
解
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
館
守
様
と
使
者
様
に
贈
物

で
も
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
が
、
人
便
が
わ
ず
ら
わ
し
く
送
る
と
と
が
で
き
ず
残
念
で
す
。
こ
の
言
葉
を
仔
細
に
俸
え
て
く
だ
さ
い

永
ら
く
消
息
を
聞
く
と
と
が
で
き
ず
、
大
変
さ
び
し
く
し
て
い
ま
し
た
と
と
ろ
、
思
い
が
け
ず
も

ま
せ
。

敬
具
。

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
勝
交
渉
（
長
）



倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
鴨
交
渉
（
長
）

乙
れ
は
訓
導
の
人
事
に
あ
た
っ
て
、
雀
国
槙
が
有
力
候
補
者
で
あ
る
猷
性
を
阻
止
し
て
、
自
分
た
ち
一
派
の
伯
玉
（
握
珊
）
を
訓
導
に

つ
け
る
工
作
の
件
で
、
小
田
幾
五
郎
へ
出
し
た
手
紙
で
あ
る
。
猷
性
と
は
、
金
徽
重
の
と
と
で
、
一
七
五

O
年
の
生
れ
、
本
貫
は
三
捗
、

乾
隆
甲
午
（
一
七
七
四
年
）
式
年
訳
科
に
合
格
し
て
い
弱
。
乙
こ
で
催
国
禎
が
「
も
し
来
春
に
伯
玉
（
雀
珊
）
が
訓
導
に
な
れ
ず
、
猷
性

（
金
徽
重
）
が
な
れ
ば
、
両
国
の
大
事
が
ど
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
や
も
し
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
三
人
は
事
が
失
敗
に
帰
し
、
大
層
み
じ
め

な
ζ

と
に
な
る
」
と
の
趣
旨
の
ζ

と
を
の
べ
て
い
る
の
は
、
猷
性
（
金
徽
重
）
が
訓
導
に
な
っ
た
場
合
、

ζ

れ
ま
で
の
対
馬
と
の
交
渉
の

か
ら
く
り
が
明
る
み
に
出
て
、
雀
国
禎
ら
三
人
が
罪
に
問
わ
れ
る
と
と
に
な
る
の
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
ζ

の
人
事
の
な

り
ゆ
き
を
心
聞
し
て
い
た
の
は
極
圏
禎
ら
ば
か
り
で
な
く
、
倭
館
の
側
も
そ
れ
に
お
と
ら
ぬ
関
心
を
は
ら
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
右
の
文
面

に
「
貴
下
（
小
田
幾
五
郎
）
の
手
紙
に
も
言
わ
れ
る
と
ζ

ろ
で
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
仕
事
（
を
す
る
に
）
は
わ
れ
わ
れ
三
人
の
中
の
者

が
訓
導
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
で
す
の
に
」
と
あ
っ
て
、
乙
れ
よ
り
さ
き
、
小
田
幾
五
郎
の
方
か
ら
雀
国
検
ら
三
人
の
う

ち
か
ら
訓
導
が
出
な
け
れ
ば
困
る
旨
、
申
送
っ
て
い
た
こ
と
で
わ
か
る
。

ζ
ζ

に
言
う
「
ζ

の
仕
事
」
と
は
原
文
で
は
「
公
幹
」

（
す
な
わ
ち
職
務
上
に
た
ず
さ
わ
勺
て
い
る
用
務
の
意
味
）
で
あ
り
、

『
隣
語

大
方
』

『
交
隣
須
知
』
な
ど
で
は
、
当
時
一
般
に
「
御
用
」
と
訳
す
の
が
例
で
あ
っ
た
が
、
乙
の
書
簡
の
内
容
に
則
し
て
い
え
ば
、

ー寸

書ii

導
に
猷
性
が
な
れ
ば
、
我
々
は
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
が
、
伯
玉
（
雀
珊
）
が
な
れ
ば
何
の
気
づ
か
い
も
な
い
」
と
の
趣
旨
の
文
言
が
み

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
と
と
く
、
単
に
お
も
て
む
き
の
外
交
々
渉
で
は
な
い
裏
工
作
、
す
な
わ
ち
対
馬
と
朴
俊
漢
ら
と
の
聞
で
担

造
し
た
易
地
行
聴
協
定
を
継
承
し
、
さ
ら
に
は
実
行
に
も
ち
こ
む
仕
事
を
き
し
て
い
る
と
か
ん
が
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
書
簡

に
「
わ
れ
わ
れ
三
人
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
権
国
禎
（
華
彦
）
と
雀
珊
（
伯
玉
）
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
い
ま
一
人
は
朴
俊
漢
の
指
名
を
う
け
て
、
す
で
に
早
く
か
ら
対
馬
と
の
秘
密
交
渉
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
朴
致
俄
（
景
和
）
を

さ
す
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
か
れ
は
雀
珊
（
伯
玉
）
の
訓
導
就
任
工
作
に
も
干
与
し
て
お
り
、
そ
れ
は
つ
ぎ
に
あ
げ
る
書
簡
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
（
朴
俊
漢
は
こ
の
と
き
す
で
に
死
亡
〉
。



山
億
国
禎
・
握
珊
は
、
さ
き
に
朴
俊
漢
・
朴
致
倹
が
易
地
行
鴨
問
題
で
対
馬
と
結
托
し
て
担
造
し
た
一
連
の
欺
繭
工
作
を
踏
襲
し
、
後
年

ぃ
。
田
保
橋
氏
は
、

い
っ
た
い
こ
の
両
人
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
工
作
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な

一
八

O
二
年
戸
田
頼
母
と
交
渉
し
た
時
ま
で
は
朔
及
し
て
い
る
が
、
乙
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
が
す
く
な
く
と

露
顕
し
て
処
刑
さ
れ
る
が
、

も
一
八

O
O年
十
月
当
時
、
か
か
る
工
作
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
書
簡
は
、

行
し
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
乙
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
伯
玉
か
ら
小
田
へ
出
し
た
書
簡
の
副
状
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
、

「
伯
玉
様
の
手
紙
の
内
容
を
施

つ
ぎ
に
あ

げ
る
の
が
そ
の
伯
玉
（
雀
珊
）

の
書
簡
で
あ
る
（
解
読
文
臼
参
照
）
。

士官
報量紙

王寺三
郎｝ー
田O 八、
」、田
怖幾
"'-白玉
？富郎

書室
珊
書
簡

訳
白
玉
腎

謹
封

す
ぐ
に
（
乙
の
手
紙
を
）
な
く
し
て
下
き
い
」

（
第
一
議
）

大

通

詞

様

御

前

へ

寸

｜

」

（
絡
組
即
位
年
・
寛
政
十
二
・
一

λ
0
0
）

伯

玉

昼

食

正

一

印

一

巾

十

月

二

十

四

日

「

！

し

毎
日
お
目
に
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
遠
別
千
里
と
な
れ
ば
、
慢
恋
の
心
が
日
増
し
に
深
ま
り
、
こ
の
初
冬
の
時
節
に
、
貴
下
の

旅
履
御
無
事
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
乙
と
が
わ
か
ら
ず
、
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
き
わ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
小
生
は
無
事
に
入
京
し
て
、
職

務
に
没
頭
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
旅
の
疲
れ
で
私
悶
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
華
彦
揺
様
に
詳
細
に
お
手
紙
い
た
し
ま
し
た
。

館
守
静
岡
様
に
お
か
せ
ら
れ
で
も
御
無
事
で
、
勝
吉
も
元
気
で
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
東
一
易
問
か
ら
の
た
よ
り
は
、
ま
だ
伺
の
消
息

も
な
い
様
で
す
の
で
、
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
鴨
交
渉
（
長
）

一一一一



一
一
四

こ
の
件
を
周
旋
す
る
根
本
は
訓
導
に
あ
り
ま
す
の
に
、
京
中
の
議
論
を
聞
き
ま
す
に
、
猷
性
金
同
則
的
駐
を
も
っ
て
訓
導
に
さ

せ
る
と
い
う
気
配
が
つ
よ
い
の
で
、
そ
う
な
っ
て
は
（
両
国
間
の
）
御
用
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
ど
う
す
れ
ば
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
（
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
貴
下
が
）
小
生
と
相
談
し
て
進
賀
使
先
問
（
使
）
出
来
後
、
言
い
だ
そ
う

と
さ
れ
ま
し
た
が
、
景
和
訴
様
は
、
き
っ
と
そ
う
す
る
に
は
忍
び
な
い
気
持
で
あ
ら
れ
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
や
め
て
お
こ
う
と
さ

れ
る
の
は
、
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
と
き
を
の
が
し
て
は
、
ふ
た
た
び
切
り
だ
す
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
贈
交
渉
（
長
）

貴
下
も
国
の
た
め
御
用
を
さ
れ
る
筈
ゆ
え
、
館
守
様
と
使
者
様
に
深
く
相
談
さ
れ
て
、

い
が
、
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
十
日
の
聞
に
、
両
任
と
差
備
官
を
み
な
館
守
役
宅
に

円
以
下
第
二
倍
4

招
い
で
借
守
様
は
（
次
の
よ
う
に
）
申
し
て
く
だ
さ
い
。
す
な
わ
ち
「
本
州
恥
対
か
ら
奉
行
ら
と
勘
定
所
か
ら
の
手
紙
が
参
り
ま
し

た
が
、
奉
行
ら
の
言
に
よ
れ
ば
『
以
前
大
差
使
相
接
の
と
き
に
、
（
差
備
官
の
猷
性
様
が
大
差
使
を
）
敬
待
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ふ

た
た
び
（
猷
性
様
が
）
大
差
使
の
差
備
官
に
な
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
』
と
申
し
乙
し
、
（
ま
た
）
勘
定
所
か
ら
は
『
（
猷
性

様
は
）
欲
深
で
、
う
そ
を
つ
く
人
で
あ
る
か
ら
、
（
倭
館
）
館
中
の
（
日
本
）
人
は
、
会
う
こ
と
な
か
れ
』
と
の
通
知
が
き
ま
し
た

の
で
、
乙
の
次
第
を
急
ぎ
聴
料
へ
申
し
お
く
つ
て
く
だ
さ
い
」
と
（
館
守
様
が
）
一
一
一
口
わ
れ
れ
ば
、
任
官
ら
は
必
ず
貴
下
に
た
い
し
て

（
対
馬
か
ら
）
先
間
使
が
来
よ
う
が
来
ま

「
奉
行
ら
が
（
猷
性
の
所
為
を
）
怒
る
こ
と
は
怪
し
む
に
足
り
ぬ
と
し
て
も
（
猷
性
が
）
欲
深
で
、
う
そ
を
つ
く
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
た
ず
ね
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
（
つ
ぎ
の
よ
う
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。
す
な
わ
ち
）

が
）
先
年
の
木
代
物
に
雑
物
の
混
っ
た
も
の
を
多
く
入
れ
、
ま
た
『
未
収
単
物
を
四
月
内
に
、
さ
ら
に
二
十
斤
だ
け
確
か
に
下
送
し

「
そ
れ
は
（
猷
性
様

ょ
う
』
と
し
な
が
ら
、
期
限
に
お
く
れ
た
こ
と
ら
し
い
」
と
、
そ
の
よ
う
に
お
答
え
な
さ
い
ま
せ
。

人
が
（
排
斥
し
て
）
対
面
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
に
こ
そ
両
国
閣
の
重
要
な
御
用
が
順
調
に
成
功
す
る
と
お
も
い
ま
す
の
で
、

ζ

こ

（
か
く
し
て
）
猷
性
様
を
日
本

の
と
こ
ろ
を
よ
く
相
談
さ
れ
た
い
。

こ
の
よ
う
な
結
末
に
な
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
小
生
が
訓
導
の
職
に
つ
く
こ
と
は
間
違
い
と
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
乙
の
周



旋
だ
け
は
着
実
に
な
さ
れ
た
い
。
す
ぐ
に
も
華
彦
様
と
同
席
修
礼
さ
れ
て
、
小
生
の
こ
の
申
し
っ
か
わ
し
の
ま
ま
に
周
旋
す
る
こ
と

（
両
国
間
の
）
御
用
等
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
ふ
た
た
び
計
巧
を
な

が
で
き
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
力
で
は
、

す
す
べ
が
な
い
の
で
、
か
な
ら
ず
私
情
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
、
将
来
の
国
の
乙
と
を
深
念
な
さ
い
ま
せ
。
小
生
が
上
京
後
、
廟

堂
で
も
（
以
下
欠
）

乙
れ
に
よ
れ
ば
崖
珊
は
猷
性
（
金
徽
重
）
が
訓
導
に
な
る
の
を
妨
害
す
る
万
策
と
し
て
小
田
や
館
守
の
戸
田
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
す
る
よ

う
依
頼
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
館
守
役
宅
に
朝
鮮
側
の
訓
導
・
別
差
・
差
備
官
房
』
招
い
て
、
猷
性
が
ふ
た
た
び
大
差
使
（
参
判
使
）
の
差

備
官
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の
対
馬
の
奉
行
所
か
ら
の
要
望
お
よ
び
倭
館
の
日
本
人
は
猷
性
を
排
斥
し
て
面
会
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
の

対
馬
の
勘
定
所
か
ら
の
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
こ
と
を
中
央
へ
上
申
す
る
よ
う
に
訓
導
ら
に
要
請
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
小
田
と
相
談
し
て
あ
っ
た
乙
と
で
あ
る
が
、
猷
性
の
訓
導
就
任
が
き
ま
り
か
け
、
事
態
が
切

迫
し
て
き
た
の
で
、
実
行
の
日
を
早
め
る
た
め
、
乙
の
手
紙
と
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。
奉
行
所
や
勘
定
所
か
ら
猷
性
排
斥
を
指
示
し
て
き

た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
つ
く
り
と
と
で
あ
る
が
、
単
に
館
守
や
小
田
ら
出
先
の
意
見
と
し
て
そ
れ
を
言
え
ば
、
い
か
に
も
崖
珊
・
在

国
禎
一
派
と
結
托
し
て
い
る
底
意
が
み
え
す
ぎ
る
の
で
、
猷
性
の
訓
導
就
任
問
題
と
直
接
関
係
の
な
い
か
た
ち
で
、
本
国
の
命
令
に
仮
托

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
訓
導
に
は
、
有
力
視
さ
れ
て
い
た
猷
性
で
は
な
く
、
山
佳
珊
が
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
工
作

が
効
を
奏
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

な
お
伯
玉
（
催
珊
）

「
ど
の
よ
う
に
し
て
も
ふ
た
た
び
計
巧
を
な
す
す
べ
が
な
い
」

の
書
簡
に
、
猷
性
が
訓
導
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
か
れ
ら
が
知
何
に
対
馬
と
深
く
結
托
し
て
種
々
た
く
ら
み
を
は
た
ら
い
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

乙
の
書
簡
の
第
三
葉
以
下
が
紛
失
し
て
い
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
封
紙
に
は
読
後
す
ぐ
処
分
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
密

書
で
あ
っ
た
。倭

学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
稗
交
渉
（
長
）

一
一
五



倭
学
訳
官
番
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

一
一
六

司i
ま
た
と
の
書
簡
に
は
、
内
容
と
は
別
に
用
語
の
面
で
も
注
目
す
べ
き
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
葉
の
終
り
か
ら
八
行
自
に
あ
る
「
三

（仲
0
・guuC
な
る
語
で
、
左
側
に
片
仮
名
で
「
ト
メ
」
と
記
し
て
い
る
。
猷
性
を
日
本
人
が
排
斥
し
て
面
会
し
な
い
よ
う
に
す
る

乙
と
を
述
べ
た
の
に
つ
づ
け
て
「
ζ

の
よ
う
に
H
0
・
日
『
弘
な
さ
れ
た
後
に
は
、
小
生
が
訓
導
の
職
に
つ
く
乙
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
ふ
う
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
の
文
脈
に
あ
て
は
ま
り
う
る
同
0
・B
U
G－
同
な
る
語
は
、
朝
鮮
語
と
し
て
は
管
見
の
か
ぎ
り
で

は
み
あ
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
「
終
り
」
「
終
末
」
「
結
末
」
な
ど
を
意
味
す
る
「
と
め
」
な
る
日
本
語
が
、
倭
館
の
日
本
人
と
接
触
す

る
一
部
の
朝
鮮
人
の
聞
に
、
そ
の
ま
ま
外
来
語
と
し
て
入
っ
て
、
（
（
仲
0
・8u『

世
間

EE一ロ－
E
Hト
メ
す
る
）
な
ど
と
い
う
か
た
ち

三
d
明

4
U
斗

で
っ
か
わ
れ
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
よ
う
。

講
定
官
朴
致
倹
差
遣
に
か
ん
す
る
こ
書
簡

戊
午
協
定
で
は
、
通
信
使
員
役
数
の
減
省
・
礼
単
人
事
以
下
礼
物
の
減
額
な
ど
省
弊
の
細
目
は
、
後
に
商
議
す
る
乙
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
、
日
本
側
で
は
旧
館
守
一
戸
田
頼
母
を
し
て
、
そ
の
交
渉
に
あ
た
ら
せ
た
。
一
戸
田
は
一
八
O
二
年
七
月
、
訓
導
雀
珊
（
伯
玉
）
と
会
見

し
、
交
渉
の
開
始
を
も
と
め
、
交
渉
相
手
に
な
る
講
定
官
の
下
来
を
色
と
め
た
。
朝
鮮
側
で
も
乙
れ
に
応
じ
、
翌
年
正
月
朴
致
倹
を
講
定

官
に
任
命
し
、
か
れ
は
二
月
に
東
莱
へ
下
着
し
た
。
朴
致
俄
は
、
朴
俊
漢
と
と
も
に
は
や
く
よ
り
易
地
行
聴
を
め
ぐ
る
欺
備
工
作
に
関
与

し
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
か
れ
は
『
訳
科
槙
目
』
に
よ
れ
ば
、
字
を
景
和
と
い
い
、
一
七
五
二
年
生
れ
、
本
貫
は
寧
海
で
、
乾
隆
丁
酉

（
一
七
七
七
年
〉
増
広
訳
科
に
合
格
し
て
い
る
。
次
の
ニ
書
簡
は
、
朴
致
倹
（
景
和
）
の
講
定
官
任
命
と
東
架
下
来
に
か
ん
す
る
も
の
で

あ
る
（
図
版
村
、
解
読
文
同
、
伺
参
照
）
。

四
三
停
語
官
宛
永
野
兼
一
郎
書
簡
（
訳
）

内
端
裏
書
｝

「
門

U
十
一
一
百
達
」



三
停
語
宮
様
御
前
へ

夜
間
の
寒
気
厳
し
き
折
柄
、
貴
下
の
起
居
平
安
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
や
と
気
遣
わ
れ
ま
す
。
昨
夜
色
内
約
束
か
ら
京
の
便
り
を
知
ら
せ

て
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
今
月
一
言
に
講
定
官
は
景
和
総
様
を
任
命
さ
れ
、
発
程
は
今
月
十
六
日
十
七
日
両
日
中
と
確
定
し
た
と
の

ζ

と
で
、
今
月
内
に
は
東
莱
ま
で
気
づ
か
い
な
く
下
来
す
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
ζ

と
に
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
は
お
知
ら
せ

す
ぺ
く
お
便
り
す
る
次
第
で
す
。
馬
州
問
対
か
ら
の
通
達
も
早
々
と
来
れ
ば
よ
い
が
と
お
も
い
ま
す
。
そ
の
通
達
が
来
る
前
に
は
、

処
置
し
が
た
い
ζ

と
が
多
い
の
で
、
一
両
日
中
に
（
対
馬
へ
）
飛
船
を
送
り
、
督
促
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
忽
々
な
る

ま
ま
に
ま
ず
は
。

（
純
純
三
・
掌
和
コ
一
－
一

λ
o＝一｝（一月）

十

ニ

朝

永
野
兼
一
郎

五
某
宛
朴
致
倹
書
簡
（
訳
）

諮
問
榊
第
五
方
、
不
審
遅
滞
に
及
ぴ
候
の
問
、
態
々
、
賃
金
遣
し
君
、
別
飛
脚
内
々
遣
し
、
都
よ
り
返
書
相
違
の
事
、
」

昨
年
春
お
別
れ
し
て
後
、
書
信
が
と
だ
ぇ
、
残
念
の
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
春
と
は
い
え
、
寒
さ
き
ぴ
し
き
折
柄
、
貴
下
に
は
御

気
嬢
安
ら
か
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
乙
と
と
脊
じ
ま
す
。
小
生
は
数
年
来
の
咳
轍
と
疲
噛
が
ひ
ど
い
あ
り
さ
ま
で
す
と
し
て
お
り
ま
す
と

こ
ろ
に
、
は
か
ら
ず
も
講
定
宮
に
任
命
さ
れ
、
辞
退
す
る
乙
と
も
か
な
わ
ず
、
直
ち
に
発
行
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
朝
廷
で
も
事

多
く
、
麗
中
に
事
情
も
あ
り
、
い
ま
ま
で
遅
滞
し
て
お
り
ま
し
た
と
乙
ろ
、
ま
っ
た
く
意
外
に
も
、
王
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
御
不
例

に
わ
た
ら
せ
ら
れ
、
下
直
粛
｝
尚
一
信
申
し
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
と
ど
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
と
の
よ
う
に
心
苦
し
い
乙
と
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

た
だ
い
ま
の
事
勢
が
ど
う
金
の
ろ
う
と
も
、
十
五
日
以
降
か
ら
二
十
日
以
前
に
出
発
で
き
れ
ば
今
月
内
に
は
東
莱
ま
で
入
る
で
し
ょ

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

一
一
七



倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

一
一
八

（包）

う
か
ら
、
左
様
承
知
さ
れ
、
旧
館
守
幹
一
回
様
と
使
者
様
、
恕
介
仰
早
様
に
よ
ろ
し
く
お
っ
し
キ
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
問
、
貴
下
ら

に
短
い
御
便
り
な
り
と
も
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
即
時
発
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
下
っ
て
い
っ
て
お
目
に
か
か
れ

ば
、
以
上
の
よ
う
な
お
話
で
も
し
よ
う
と
お
も
い
、
お
手
紙
も
し
な
い
で
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ま
と
な
っ
て
は
、
出
発
が
あ

ま
り
に
も
遅
滞
レ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
わ
け
な
り
と
も
お
知
ら
せ
す
べ
く
、
粗
々
し
る
す
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

お
目
に
か
か
る
日
が
遠
く
な
い
乙
と
で
す
の
で
乙
れ
で
終
り
ま
す
。

（
純
組
三
・
掌
和
三
’
・
一
入
O
三

菱
亥
二
月
初
六
日

日

ま
ず
伺
の
書
簡
で
あ
る
が
、

ζ

れ
は
日
本
人
永
野
兼
一
郎
か
ら
、
朝
鮮
の
三
人
の
訳
官
に
宛
て
た
も
の
で
、
案
文
で
あ
ろ
う
。
内
容
は

朴
致
倹
（
景
和
）
が
講
定
官
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
、
東
莱
経
由
の
都
の
情
報
と
し
て
入
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
側

の
乙
と
に
属
す
る
情
報
を
日
本
側
か
ら
朝
鮮
の
訳
官
に
知
ら
せ
る
の
は
、
異
例
の
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
が
、
乙
れ
は
、
と
の
当
時
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
あ
る
事
件
の
た
め
多
数
の
朝
鮮
訳
宮
が
拘
留
中
な
い
し
職
務
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
乙
と
と
関
連
し
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
拘
留
中
の
訳
官
の
中
に
は
、
倭
館
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
雀
珊
・
雀
国
禎
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
、
乙
の

書
簡
は
お
そ
ら
く
か
れ
ら
に
あ
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
永
野
の
書
簡
に
は
、
講
定
官
朴
致
徐
は
、
一
月
末
ま
で
に
は
東
衆
に
到
着
す
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ま
で

に
来
な
か
っ
た
の
で
、
倭
館
で
は
内
密
に
わ
ざ
わ
ざ
飛
脚
を
や
と
っ
て
都
の
朴
致
徐
に
問
い
あ
わ
せ
た
。
同
の
書
簡
は
、
そ
れ
に
た
い
す

る
返
書
で
、
東
莱
下
向
が
お
く
れ
た
理
由
を
の
べ
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
倭
館
側
が
、
講
定
宮
を
東
莱
に
む
か
え
て
一
日
も
は
や
く
交

渉
に
は
い
る
乙
と
に
い
か
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。



四
倭
館
曇
害
一
件
と
訓
導
雀
珊
の
獄
中
書
簡

朴
致
徐
（
景
和
）
が
講
定
宮
に
任
命
さ
れ
た
こ
ろ
、
朝
鮮
側
訳
官
た
ち
の
身
の
上
に
大
事
件
が
お
こ
っ
た
。
乙
と
の
起
り
は
こ
れ
よ
り

さ
き
、
倭
館
々
守
大
浦
兵
左
衛
門
（
実
名
平
英
勝
）
と
旧
館
守
一
戸
田
頼
母
が
、
訓
導
雀
珊
（
伯
玉
）
ら
を
通
じ
て
朝
鮮
側
へ
一
書
を
呈
し
、

倭
館
が
朝
鮮
か
ら
受
領
す
べ
き
礼
単
人
萎
に
十
年
来
不
良
品
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
倭
館
側
で
還
返
し
た
り
し
た
た
め
、
不
足
（
欠
縮
）
分

が
七
十
斤
に
も
な
っ
て
い
る
と
訴
え
、
そ
れ
を
す
べ
て
上
品
の
人
参
で
も
っ
て
入
給
し
て
ほ
し
い
と
要
求
し
た
こ
と
に
あ
る
。
と
き
の
東

莱
府
使
徐
有
錬
は
、
早
速
帳
簿
を
し
ら
べ
欠
縮
分
が
六
十
九
斤
六
両
に
な
る
こ
と
を
た
し
か
め
、
単
古
参
を
調
達
支
給
す
る
責
任
者
の
倭
学

訳
官
金
健
瞬
を
処
罰
し
、
単
萎
を
弁
償
入
給
さ
せ
よ
と
の
意
見
書
を
そ
え
て
、
一
戸
田
ら
の
呈
書
を
政
府
へ
と
り
つ
い
だ
。
政
府
で
は
東
莱

府
使
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
、
金
健
瑞
を
と
ら
え
て
推
鞠
し
、
連
欠
を
追
徴
し
、
欠
縮
分
の
単
萎
を
倭
館
へ
入
給
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
た

の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
対
馬
か
ら
の
使
臣
が
も
た
ら
す
公
式
な
外
交
文
書
以
外
に
は
倭
館
か
ら
直
接
朝
鮮
側
へ
呈
番
す

る
こ
と
を
禁
ず
る
例
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
た
び
の
倭
館
々
守
ら
の
呈
書
と
り
つ
ぎ
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
関
係

者
の
処
分
を
断
行
し
た
。
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
『
備
辺
司
謄
録
』
純
組
三
年
（
一
八
O
一
二
）
二
月
初
五
日
条
に
見
え
る
が
、

件
に
つ
い
て
同
記
事
に
は
、
さ
ら
に
、

乙
の
一

つ
ぎ
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

透
門
事
陸
、
輿
他
自
別
、
凡
言
語
文
字
之
有
違
常
例
者
、
不
敢
軽
易
聴
納
、
所
以
尊
園
謹
厳
透
禁
也
、
今
此
彼
人
呈
書
、
前
後
所

未
有
之
事
、
此
路
一
開
、
後
弊
難
言
、
設
置
任
訳
、
所
幹
何
事
、
而
看
作
尋
常
、
初
不
斥
退
、
至
有
守
臣
煩
報
之
境
、
嘗
誠
之
計
、

無
厳
之
習
、
節
節
骸
痛
、
（
中
略
）
其
在
重
港
政
杜
後
弊
之
道
、
宜
施
大
懲
創
之
典
、
呈
番
守
納
之
嘗
該
訓
別
、
令
守
巨
大
張
威
儀

於
館
門
外
、
回
示
厳
視
後
、
遠
地
減
死
定
配
、

す
な
わ
ち
倭
館
か
ら
直
接
呈
書
の
道
が
ひ
と
た
び
ひ
ら
か
れ
れ
ば
、
後
弊
は
か
り
が
た
く
、
倭
人
は
こ
の
た
び
の
呈
書
に
よ
っ
て
、
そ

の
例
が
ひ
ら
か
れ
る
か
ど
う
か
嘗
誌
の
計
を
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
任
訳
（
訓
導
・
別
差
）
が
呈
書
を
斥
退
せ
ず
、
東
莱
府
使
を

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
贈
交
渉
（
長
）

一
一
九
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し
て
取
次
上
申
の
や
仕
な
き
に
い
た
ら
し
め
た
乙
と
は
、
骸
痛
す
べ
き
と
と
で
あ
る
と
し
、
東
莱
府
使
を
し
て
当
該
訓
導
・
別
差
を
倭
館

々
門
外
で
厳
視
さ
せ
た
の
ち
、
定
配
す
る
乙
と
に
決
し
た
。
な
お
右
に
引
用
し
た
記
事
の
つ
づ
き
の
部
分
に
よ
れ
ば
、
と
き
の
東
莱
府
使

徐
有
錬
も
訓
導
・
別
差
ら
訳
官
輩
に
あ
ざ
む
か
れ
た
罪
は
ゆ
る
し
が
た
い
と
し
て
免
職
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
訓
導
・
別
差
ら
を
倭
館
門

前
で
実
際
に
決
揖
し
た
の
は
、
後
任
の
東
莱
府
使
鄭
晩
錫
で
あ
っ
た
。

と
の
事
件
は
、
通
信
使
問
題
と
は
直
接
関
係
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
た
め
か
、
田
保
橋
潔
氏
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
実
は
乙
の

と
き
処
罰
さ
れ
た
訓
導
は
崖
珊
（
伯
玉
）
で
、
そ
の
後
の
易
地
交
渉
の
行
方
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
乙
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
今

回
紹
介
す
る
書
簡
類
の
な
か
に
は
、
さ
い
わ
い
、

ζ

の
と
き
、
雀
珊
が
獄
中
か
ら
小
田
幾
五
郎
に
あ
て
た
書
簡
が
あ
っ
て
、
乙
の
事
件
に

つ
い
て
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
新
事
実
を
停
え
て
い
る
の
で
、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
（
図
版
同
、
解
読
文
例
参
照
）
。

占

ノ、

小
田
幾
五
郎
宛
雀
珊
書
簡
（
訳
）

（
県
知
）
（
純
組
一
一
－
・
平
和
デ
・
二
八
む
三
」

「
受
亥
二
月
廿
四
日

伯
玉
雀
同
知
な
ら
び
に
華
彦
令
取
使
」

昨
日
の
御
返
書
は
仔
細
に
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
夜
来
、
貴
下
の
御
様
子
御
気
嫌
安
ら
か
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
乙
と
と
存
じ
ま
す
。

小
生
は
数
日
拘
留
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
が
生
じ
、
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
状
態
で
す
。
配
所
へ
直
ち
に
行
く
乙
と
も
か
な
わ
ず
、
草
梁

客
舎
恥
倭
へ
府
使
戚
坊
が
赴
か
れ
、
（
草
梁
客
舎
で
、
わ
れ
ら
〉
両
人
を
決
櫨
し
た
の
勾
、
全
羅
道
長
興
の
地
へ
配
流
さ
れ
る
と
と

に
、
お
上
か
ら
の
処
分
が
下
り
、

ζ

ん
な
口
惜
し
い
ζ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈

mv

我
々
の
罪
状
で
す
が
、
い
か
に
（
倭
館
の
）
単
事
未
収
が
多
い
〈
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
）
番
付
を
（
倭
館
の
日

本
人
が
朝
鮮
側
へ
）
出
す
の
は
、
言
語
同
断
と
さ
れ
、
（
ま
た
）
両
任
官
錦
点
、
そ
の
書
付
を
つ
き
返
す
乙
と
が
で
き
て
う
け

と
っ
た
乙
と
が
大
き
な
罪
と
さ
れ
、
（
さ
ら
に
、
東
莱
）
府
使
採
が
そ
の
書
付
の
申
分
に
よ
っ
て
（
上
部
へ
）
報
状
し
た
乙
と
が
、

い
ま
一
つ
の
罪
だ
と
し
て
、
罷
職
に
ま
で
な
っ
た
わ
け
で
し
て
、
乙
ん
な
と
と
が
い
っ
た
い
ど
と
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
三
四
月
中

小
田
幾
五
郎
様
へ



に
大
赦
が
あ
り
ま
す
の
で
当
然
許
さ
れ
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
い
ま
の
と
乙
ろ
心
細
い
か
ぎ
り
で
す
。
世
の
中
の
人
心
は

無
状
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
善
兵
衛
問
牛
様
か
ら
（
小
生
が
）
受
取
る
べ
き
も
の
が
、
都
合
七
百
両
あ
ま
り
に
も
な
っ
て
い
た

の
に
、
小
生
の
身
の
上
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
と
ん
で
も
な
い
い
い
が
か
り
を
つ
け
、

（
七
百
余
両
を
）
出
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
通
知
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
哀
れ
な
話
が
ど
こ
に
み
り
ま
し
ょ
う
か
。
貴
下
が

（
こ
の
こ
と
に
）
干
渉

さ
れ
る
の
は
御
面
倒
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
お
勧
め
く
だ
さ
い
ま
せ
。
小
生
の
決
根
は
、
新
府
使
恥
酬
が
（
赴
任
し

て
）
来
て
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
さ
ら
に
困
惑
し
て
お
り
ま
す
。

貴
下
ら
の
国
の
風
俗
を
小
生
も
割
酌
し
ま
す
に
、
小
生
が
貴
国
の
こ
と
で
罪
に
な
っ
た
と
し
て
切
痛
に
お
も
い
、
ひ
ょ
っ
と
し

て
、
何
か
に
か
こ
つ
け
て
、
事
を
構
え
る
と
し
て
も
、
乙
の
と
と
ろ
す
ぐ
に
事
が
あ
っ
て
は
、
小
生
の
罪
が
さ
ら
に
重
く
な
る
筈
で

す
か
ら
、
い
ま
の
と
こ
ろ
何
事
も
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
と
り
は
か
ら
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。

さ
ら
に
、
東
来
一
邑
に
お
い
て
（
小
生
が
）
人
心
を
失
っ
た
の
は
、
公
作
米
を
翌
年
に
は
（
倭
館
へ
）
乙
と
ご
と
く
渡
す
乙
と
に

し
、
今
年
分
一
万
四
千
石
を
倭
館
へ
入
給
し
た
こ
と
（
に
よ
る
の
で
）
、
、
乙
の
乙
と
で
日
本
人
の
た
め
ば
か
り
を
は
か
っ
た
と
し

て
怨
ま
れ
る
こ
と
は
か
り
し
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
乙
と
が
す
べ
て
小
生
の
罪
状
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

（
倭
館
の
）
代
官
所

か
ら
小
生
の
乙
と
を
仔
細
に
知
ろ
う
と
し
て
申
し
乙
さ
れ
た
の
で
、
小
生
の
前
後
の
い
き
さ
つ
を
詳
し
く
詳
し
く
お
っ
た
え
く
だ
さ

り
、
新
任
の
訓
別
が
代
宮
中
へ
、
そ
の
よ
う
な
話
を
た
ず
ね
て
も
、
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
返
答
す
る
よ
う
、
約
束
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

円
以
下
k
部
左
側
｝

（
草
梁
）
客
舎
で
決
橿
す
る
日
に
は
、
ど
う
か
日
本
人
は
一
人
も
出
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
客
舎
で
決
視
す
る
の
は
、
日

本
人
に
見
せ
て
、
以
後
ふ
た
た
び
何
事
に
よ
ら
ず
、
書
付
を
だ
す
と
か
、
事
を
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す

〈
以
下
上
部
右
側
｝

の
で
、
深
く
お
か
ん
が
え
く
だ
さ
い
ま
せ
。
乙
の
手
紙
を
御
覧
に
な
っ
た
ら
、
す
ぐ
火
に
焼
い
て
（
な
く
し
て
）
く
だ
さ
い
。
君

剛
揺
は
財
力
が
多
え
罪
を
ま
ぬ
が
れ
、
子
謙
李
周
知
揺
は
都
か
ら
流
配
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
景
和
総
様
は
、
十

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）
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七
日
発
行
し
た
の
を
見
て
、
昨
夜
飛
脚
が
来
ま
し
た
故
、
二
十
七
、
八
臼
の
聞
に
東
莱
に
入
来
す
る
で
し
ょ
う
。

忽
々
敬
具

乙
の
書
簡
に
は
差
出
者
の
署
名
が
な
い
が
、
筆
跡
か
ら
み
れ
ば
雀
珊
（
伯
玉
）
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
（
悼
の
小
田
幾
五
郎
宛
崖
珊

書
簡
と
同
筆
で
あ
る
）
。
乙
れ
を
う
け
と
っ
た
小
田
の
側
で
は
、
「
伯
玉
屋
同
知
弁
華
彦
令
監
便
」
と
書
入
れ
し
て
、
農
珊
（
伯
玉
）
と

農
国
槙
（
華
彦
）
両
人
か
ら
の
手
紙
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
両
人
が
同
じ
く
獄
に
あ
り
、
書
簡
中
に
忠
世
瑠
を
ふ
く
む
「
両
人
」
の
処
罰

に
つ
い
て
記
し
て
い
る
の
で
、
他
の
一
人
を
経
国
偵
を
指
し
た
も
の
と
理
解
し
た
た
め
と
お
も
わ
れ
る
。
桜
珊
は
、
自
分
ら
の
罪
状
が
単

事
未
収
に
つ
い
て
の
倭
館
か
ら
の
書
付
を
受
取
っ
た
こ
と
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
つ
い
だ
こ
と
な
ど
に
あ
る
こ
と
を
累
々
の
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
す
べ
て
、
さ
き
に
み
た
『
備
辺
司
謄
録
』
純
組
三
年
二
月
初
五
日
条
の
記
事
の
内
容
と
一
致
す
る
。
な
お
『
備
辺
司
謄
録
』
の
方

に
は
み
え
な
い
が
、

乙
の
と
き
に
は
雀
珊
の
定
配
地
は
、
全
羅
道
長
興
に
き
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
権
国
棋
で
あ
る
が
、

こ
の
書
簡
に
は
、
東
莱
府
使
が
草
梁
客
舎
（
前
）

で
「
両
人
」
を
決
視
し
た
の
ち
、
長
興
へ
配
流
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
両
人
」

の
う
ち
の
一
人
は
差
出
人
の
雀
珊
で
あ
る
が
、
い
ま
一
人
は
書
入
れ
に
し
た
が
っ
て
雀
国
禎
と
理
解
す
れ
ば
、
か
れ
も
桂
珊
と
お
な
じ
く

長
輿
へ
配
流
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
翌
年
十
二
月
に
講
定
官
朴
致
僚
が
死
亡
す
る
と
、
後
任
に
雀
国
禎
が
選
ば
れ

て
い
る
と
乙
ろ
を
み
る
と
、
か
れ
は
こ
の
さ
い
、
罪
を
ま
ぬ
が
れ
た
か
、
あ
る
い
は
崖
珊
の
書
簡
に
い
う
大
赦
で
そ
の
後
、
許
き
れ
た
か

で
あ
ろ
う
。

ま
た
ζ

の
事
件
の
そ
も
そ
も
の
発
端
と
も
い
う
べ
き
単
萎
の
未
収
欠
縮
の
責
任
者
金
健
瑞
（
字
君
剛
）
に
つ
い
て
は
、

「
財
力
が
多
く

『
備
辺
司
謄
録
』
な
ど
公
式
な
史
料
に
は
み
ら
れ
な
い
処
分
の
手
加
減
な
ど
が
う
か
が
わ
れ
て
、

興
味
深
い
。
な
お
金
健
瑞
の
ほ
か
に
も
、
乙
の
件
に
関
連
し
て
い
ま
一
人
李
恩
恭
（
字
子
謙
）
な
る
訳
官
が
罪
に
関
わ
れ
、
都
か
ら
配
流

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
長
珊
の
倭
館
門
前
で
の
決
根
は
、
さ
き
の
『
備
辺
司
謄
録
』
の
記
事
に
「
宜
し
く
大
い
に
懲
創
の
典
を

て
罪
を
ま
ぬ
が
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

施
す
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
と
と
く
、
ま
さ
に
後
弊
を
た
つ
た
め
の
見
せ
し
め
で
あ
る
が
、
か
れ
は
そ
の
屈
辱
を
す
と
し
で
も
さ
け
る
べ



く
、
決
橿
当
日
、
日
本
人
が
一
人
も
見
物
に
出
な
い
よ
う
に
と
依
頼
し
て
い
る
。
山
佳
珊
は
、
新
府
使
に
よ
る
決
根
ぞ
大
層
お
そ
れ
て
い
る

様
子
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
ご
と
く
東
莱
府
使
徐
有
錬
は
、
乙
の
一
件
で
罷
免
さ
れ
、
二
月
九
日
に
は
後
任
に
鄭
晩
錫
が
き
ま
っ
て
い
た

（
東
莱
着
任
は
翌
閏
二
一
服
）
。
援
珊
の
お
そ
れ
は
、
鄭
晩
錫
が
か
れ
の
一
派
で
な
い
こ
と
に
よ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

乙
の
書
簡
で
、
在
珊
が
小
田
幾
五
郎
に
依
頼
し
て
い
る
乙
と
が
三
件
あ
る
。
第
一
は
、
倭
館
の
代
官
方
へ
、
か
れ
の
こ
の
一
件
に
か
ん

す
る
事
情
を
く
わ
し
く
説
明
し
、
後
任
の
訓
導
・
別
差
が
問
い
あ
わ
せ
た
場
合
、
う
ま
く
返
答
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
か
れ
が
日
本
人
の
た
め
罪
に
な
っ
た
の
を
倭
館
の
人
々
が
す
ま
な
く
お
も
い
、
何
か
事
を
お
こ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
そ

ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ
て
は
、
か
え
っ
て
迷
惑
す
る
の
で
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
雀
璃
は
と
く
に
「
貴

下
ら
の
国
の
風
俗
を
劃
酌
し
ま
す
に
云
々
」
と
前
置
き
し
て
い
る
が
、
日
本
人
な
ら
そ
う
い
う
短
兵
急
な
挙
に
出
か
ね
な
い
と
い
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
が
い
い
た
い
の
は
、
た
と
え
、
か
れ
を
救
お
う
と
の
意
図
か
ら
と
は
い
え
、
朝
鮮
側
の
慣
例
や
事
情
を
無
視
し
た
行

動
は
、

か
え
っ
て
迷
惑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
は
、
か
れ
が
日
本
人
の
通
詞
牛
田
菩
兵
衛
か
ら
七
百
両
う
け
と
る
は
ず

で
あ
っ
た
の
に
、
か
れ
が
罪
人
に
な
っ
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
善
兵
衛
は
支
払
お
う
と
し
な
い
の
で
、
小
田
の
力
で
う
け
と
れ
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
れ
が
乙
の
書
簡
の
一
番
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
牛
田
善
兵
衛
は
対
馬
の
通
調

で
、
小
田
幾
五
郎
の
配
下
と
し
て
、
戸
田
頼
母
の
易
地
行
鵬
交
渉
に
、
当
初
か
ら
従
事
し
て
い
た
人
物
で
丸
山
吋
。
乙
の
七
百
余
両
の
性
格

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
投
獄
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
が
支
払
う
必
要
を
認
め
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
や
は
り
賄
賂
で
あ
っ

た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
回
紹
介
し
た
朝
鮮
訳
官
か
ら
日
本
側
へ
宛
て
た
書
簡
で
は
、
日
本
人
の
人
名
（
人
名
そ
の
も
の

の
ほ
か
「
公
」
「
館
司
公
」
「
日
本
人
」
な
ど
の
表
現
も
ふ
く
め
て
）
に
た
い
し
て
は
、
い
ず
れ
も
欠
字
な
い
し
平
出
で
あ
つ
か
っ
て
敬
意
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
簡
の
「
善
兵
衛
公
」
に
か
ぎ
っ
て
欠
字
も
平
出
も
し
て
い
な
い
乙
と
に
気
づ
く
。
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
た
善

兵
衛
に
た
い
す
る
窪
珊
の
憤
憩
ゃ
る
か
た
な
い
気
持
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
か
れ
は
善
兵
衛
の
乙
の
よ
う
な
現
金
な
行
動

に
つ
い
て
「
世
の
中
の
人
心
は
無
状
な
も
の
で
し
て
」
と
前
置
き
し
て
い
る
が
、
後
年
、
日
本
側
か
ら
さ
ら
に
ひ
ど
い
裏
切
り
を
う
け
、

倭
学
訳
宮
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
問
交
渉
（
長
）
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倭
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書
簡
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み
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易
地
行
聴
交
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長
）

－
二
四

ま
さ
に
「
人
心
の
無
状
」
を
痛
感
し
つ
つ
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
簡
に
も
読
後
す
ぐ
火
中
す
る
よ
う
書
い
て
い
る
が
、
賄
賂

請
求
の
記
述
な
ど
か
ら
み
て
当
然
の
乙
と
か
も
し
れ
な
い
。

乙
の
事
件
の
、
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
倭
館
か
ら
提
起
し
た
単
夢
未
収
問
題
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
倭
館
の
予
期
せ
ざ
る
方
面
に

進
展
し
、
易
地
交
渉
で
倭
館
と
気
脈
を
通
じ
て
結
托
し
て
い
た
訳
官
ら
を
追
い
や
る
乙
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
東
茶
府
使
と
訓
導
の
後
任

に
雀
珊
一
派
と
は
別
の
鄭
晩
錫
お
よ
び
玄
拭
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
の
易
地
交
渉
の
障
害
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
雀
珊
の
こ
の

書
簡
は
、
拘
留
中
と
い
う
異
常
事
態
で
し
た
た
め
ら
れ
た
た
め
か
、
署
名
も
省
か
れ
、
か
れ
の
他
の
書
簡
に
く
ら
べ
筆
跡
に
も
多
少
倉
卒

な
気
分
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
一
枚
の
紙
面
に
倭
館
の
日
本
人
に
た
い
す
る
か
れ
の
思
い
が
に
じ
み
出
て
お
り
、
読
み
か
え
す
に
つ
れ

て
息
づ
か
い
ま
で
停
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

五

易
地
行
鴫
交
渉
の
挫
折

以
上
紹
介
し
た
六
通
の
書
簡
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
わ
か
る
ご
と
く
、
易
地
行
聴
交
渉
の
過
程
で
朝
鮮
側
の
倭
学
訳
官
と
対
馬
側
と

の
結
托
が
、
も
っ
と
も
大
胆
に
お
こ
な
わ
れ
た
一
時
期
の
両
者
の
か
か
わ
り
あ
い
の
実
態
を
直
接
見
せ
て
く
れ
る
。
か
れ
ら
の
結
托
が
、

（

gv 

い
つ
は
じ
ま
っ
た
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
後
年
、
朝
鮮
側
で
は
乙
卯
（
一
七
九
五
）
年
秋
か
ら
と
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
戸
田
頼
母

が
訓
導
朴
俊
漢
と
易
地
行
瞬
間
題
で
、
は
じ
め
て
意
志
を
疎
通
す
る
に
成
功
し
た
時
期
を
指
す
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
本
格
的
に
気
脈
を

通
じ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
翌
年
、
朴
俊
漢
が
問
慰
訳
官
と
し
て
対
馬
へ
渡
り
、
銅
鉄
二
千
斤
な
ど
の
手
標
を
受
取
っ

て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
握
珊
・
崖
国
禎
が
運
動
資
金
と
し
て
、
庚
申
（
一
八

O
O）
年
の
倭
館
入
給
公
木
の
中
か
ら
二
九
一
同

三
七
尺
余
（
債
格
二
万
三
千
余
両
）
と
い
う
莫
大
な
賄
賂
を
受
け
と
っ
た
例
も
あ
り
、
ま
た
一
八

O
三
年
二
月
の
小
田
幾
五
郎
宛
雀
珊
書

簡
に
は
、
通
調
牛
田
善
兵
衛
が
援
璃
に
贈
る
筈
の
七
百
両
の
ζ

と
が
見
え
る
な
ど
、
明
白
な
賄
賂
の
存
在
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
か
く



し
て
朴
俊
漢
一
派
の
倭
学
訳
官
は
、
対
馬
側
の
意
を
体
し
て
、
自
国
の
要
路
に
た
い
し
て
易
地
方
針
へ
の
転
換
を
工
作
す
る
一
方
、
前
述

の
ご
と
く
、
一
七
九
七
年
九
月
に
東
莱
府
使
の
文
書
を
偽
造
し
、
翌
年
十
一
月
に
は
ふ
た
た
び
東
莱
府
使
と
礼
曹
の
文
書
ま
で
偽
造
す
る

な
ど
し
て
、
対
馬
が
幕
府
へ
易
地
交
渉
の
進
捗
を
見
せ
か
け
る
材
料
を
提
供
し
た
。
乙
の
よ
う
な
外
交
文
書
を
つ
か
っ
た
詐
術
は
柳
川
一

件
以
来
の
対
馬
の
御
家
芸
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
乙
の
場
合
は
、
朝
鮮
側
の
訳
官
が
共
謀
し
て
い
た
か
ら
乙
そ
で
き
た
は
な
れ

わ
ぎ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
訳
官
た
ち
に
し
て
み
る
と
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
と
と
ま
で
し
て
、
対
馬
の
た
め
に
策
謀
し
た
乙
と
が
、
実
は

み
ず
か
ら
の
墓
穴
を
掘
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
の
が
せ
な
い
。

《

mv

直
接
の
き
っ
か
け
は
一
八
O
五
年
五
月
、
講
定
官
の
雀
国
禎
が
逮
捕
寓
配
さ
れ
た
乙
と
で
あ
っ
た
。
倭
館
の
呈
書
一
件
で
訓
導
雀
珊
は

一
八
O
三
年
二
月
に
処
罰
さ
れ
た
が
、
乙
の
と
き
す
で
に
講
定
官
に
は
朴
致
倹
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
か
れ
が
一
八
O
四
年
十
二
月
死
去

す
る
と
、
そ
の
後
任
に
は
、
ま
た
、
さ
い
わ
い
に
も
同
じ
一
派
の
雀
国
禎
が
え
ら
ば
れ
た
。
し
か
し
訓
導
と
東
莱
府
使
は
呈
書
事
件

m結

果
、
か
れ
ら
一
派
と
は
別
の
鄭
晩
錫
お
よ
び
玄
賦
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
た
。
そ
乙
で
朴
致
倹
も
そ
の
後
任
の
崖
国
禎
も
倭
館
と
の
易
地

行
鴨
交
渉
に
さ
い
し
、
訓
導
玄
賦
を
一
切
干
与
さ
せ
ず
、
東
莱
府
使
鄭
晩
錫
に
も
報
告
す
る
と
と
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て

中
央
へ
何
色
報
告
が
行
か
ず
、
政
府
で
も
し
だ
い
に
疑
惑
を
ふ
か
め
、
つ
い
に
一
八
O
五
（
純
組
五
）
年
五
月
に
い
た
り
、
雀
国
禎
を
罷

免
し
、
戚
鏡
道
明
川
府
に
定
配
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
東
莱
府
使
鄭
晩
錫
も
監
督
不
行
届
と
し
て
免
職
推
考
さ
れ
、
翌
六
月
に
は

雀
国
禎
一
派
と
は
別
の
堂
上
官
玄
義
淘
が
講
定
官
に
任
命
さ
れ
て
東
莱
へ
下
っ
て
き
た
。

対
馬
側
に
と
っ
て
は
、
乙
れ
ま
で
つ
み
あ
げ
て
き
た
成
果
を
一
挙
に
く
つ
が
え
き
れ
か
ね
な
い
形
勢
に
な
っ
て
き
た
。
新
講
定
宮
の
玄

義
淘
は
倭
館
へ
お
も
む
い
て
戸
田
頼
母
ら
に
会
い
、
乙
れ
ま
で
の
交
渉
経
過
巻
問
い
た
だ
し
た
。
す
る
と
戸
田
は
、
乙
れ
ま
で
の
事
情

を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ぶ
ち
ま
け
て
し
ま
っ
た
。

震
情
、
朴
俊
漢
の
渡
る
時
、
馬
島
恥
対
迎
牌
の
事
を
以
て
懇
請
す
る
に
、
則
ち
俊
漢
叡
答
え
て
云
く
、
帰
り
て
朝
廷
に
陳
べ

必
成
を
期
さ
ん
と
、
而
し
て
銅
鉄
二
千
斤
及
び
物
貨
各
種
、
文
書
を
成
し
て
受
去
し
、
今
後
凡
そ
の
事
、
朴
致
倹
を
通
ず
る
事
を
俺

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
鴫
交
渉
（
長
）
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二
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等
に
言
托
し
、
其
の
後
、
桂
珊
・
出
盟
国
禎
日
く
、
議
開
の
節
、
用
費
無
か
ら
ず
と
、
故
に
庚
申
条
公
木
二
百
九
十
一
同
三
十
七
尺

絵
、
其
の
請
に
よ
り
て
出
給
す
。
而
し
て
馬
州
通
牌
快
承
し
、
朝
廷
許
施
せ
る
の
説
、
両
朴
線
機
両
誌
麟
．
の
口
伸
手
書
一
僻

同
然
た
り
。
前
後
の
文
書
逐
歳
軸
に
成
し
、
明
白
徴
す
可
凶
v

（
原
吏
読
文
）

す
な
わ
ち
、
銅
を
贈
っ
た
こ
と
も
公
木
を
贈
っ
た
こ
と
も
、
す
べ
て
易
地
を
画
策
す
る
費
用
と
し
て
講
定
官
の
指
示
通
り
に
し
た
の
で

あ
り
、
そ
の
結
果
、
対
馬
で
の
易
地
行
聴
が
朝
廷
か
ら
許
可
さ
れ
た
と
の
こ
と
を
朴
俊
漢
・
朴
致
倹
・
握
珊
・
雀
国
禎
ら
か
ら
斉
し
く
聞

か
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
文
書
も
、
年
を
追
っ
て
軸
に
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
、

い
ま
ま
で
対
馬
側
が
世
話
に
な
っ
た
崖
国
禎
ら
一
派
の
訳
官
を
罪
に
お
と
す
決
定
的
な
証
言
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
さ
き

に
朴
俊
漢
ら
が
東
来
府
使
の
文
書
を
偽
造
し
た
件
ま
で
も
ふ
く
め
て
、
か
れ
ら
一
派
の
こ
れ
ま
で
の
行
為
の
数
々
が
明
る
み
に
出
て
、
受

賂
買
国
の
行
為
と
し
て
処
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
催
国
禎
・
権
珊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
川
・
長
興
の
配
所
か
ら
呼
ぴ
も
ど
き
れ
、
東
莱

人
朴
潤
漢
・
商
人
金
漢
諜
の
二
人
と
と
も
に
、
九
月
六
日
、
倭
館
の
前
へ
ひ
き
出
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
。
朴
潤
漢
は
偽
文
書
の
執
筆
者
で

あ
り
、
金
漢
諜
は
、
そ
れ
に
押
す
図
書
（
私
印
）
を
偽
造
し
た
者
で
あ
る
。
す
で
に
死
去
し
て
い
る
朴
俊
漢
・
朴
致
倹
の
場
合
は
子
孫
が

処
罰
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
と
き
の
し
ら
べ
で
訳
官
金
享
寓
も
朴
俊
漢
の
収
賄
に
関
係
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
す
で
に
故
人
に
な
っ
て

（犯）

い
た
の
で
不
聞
に
付
さ
れ
た
。

ζ

れ
で
易
地
行
鴨
交
渉
は
一
頓
挫
を
き
た
し
た
の
で
あ
る
が
、

ζ

の
危
機
に
さ
い
し
て
、
戸
田
頼
母
ら
は
前
記
の
よ
う
な
証
言
を
す
る

と
と
に
よ
り
、
崖
国
禎
ら
一
派
を
見
捨
て
る
と
い
う
挙
に
出
で
、
自
分
た
ち
は
何
も
知
ら
ず
、
た
だ
、
朝
鮮
政
府
か
ら
易
地
行
鳴
が
許
さ

れ
た
と
い
う
と
と
だ
け
を
聞
か
さ
れ
て
信
じ
き
っ
て
い
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
戸
田
の
変
り
身
の
早
さ
は
、

た
だ
た
だ
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
ζ

と
外
交
々
渉
の
非
情
さ
を
見
せ
つ
け
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
対
馬
側
は
易
地
行
牌

許
諾
を
な
が
い
あ
い
だ
信
じ
き
っ
て
、
幕
府
へ
も
し
か
る
べ
く
報
告
し
て
き
た
と
い
う
立
場
だ
け
は
既
成
事
実
と
し
て
確
保
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
こ
の
既
成
事
実
が
易
地
交
渉
を
む
し
か
え
す
糸
口
に
な
り
、
や
が
て
易
地
信
使
実
現
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た



の
で
あ
る
。

な
お
一
言
つ
け
く
わ
え
れ
ば
、
田
保
橋
潔
氏
は
以
上
見
て
き
た
交
渉
過
程
で
、
朝
鮮
側
の
倭
学
訳
官
と
対
馬
側
と
の
結
托
を
十
分
に
想

定
し
な
が
ら
も
、
対
馬
側
が
、
真
実
、
倭
学
訳
官
ら
の
口
舌
に
だ
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
て
い
な
い
。
し
か
し
、
以
上
紹

介
し
た
書
簡
に
よ
る
新
ら
し
い
知
見
を
併
せ
て
か
ん
が
え
れ
ば
、
双
方
が
す
べ
て
承
知
の
上
で
結
托
し
て
画
策
し
て
い
た
乙
と
は
明
白
で

あ
る
。

・4』，、

銅
貿
易
に
関
す
る
書
簡
ほ
か

以
上
六
通
の
易
地
行
鴨
交
渉
関
連
書
簡
の
ほ
か
に
、
二
通
の
書
簡
が
あ
り
、
う
ち
一
通
は
銅
貿
易
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
せ
て
訳
文
の
み
を
あ
げ
て
お
く
（
解
読
文
伸
、
内
参
照
）
。

つ
ぎ
に
あ

七
内
田
茂
右
衛
門
宛
賑
値
庁
別
将
朴
聖
蜜
・
李
碑
将
書
簡
（
訳
）

お
目
に
か
か
ら
な
く
な
っ
て
久
し
い
の
で
、
欝
々
た
る
気
持
は
お
互
い
さ
ま
で
す
。
わ
が
政
府
と
し
て
は
生
銅
匂
（
購
入
の
）

代
価
を
統
間
に
あ
ず
け
て
、
生
銅
が
倭
館
へ
出
来
し
た
な
ら
ば
、
く
わ
し
く
知
っ
て
、
代
価
を
（
倭
館
へ
）
入
れ
、
互
に
と
り
ひ
き

《辺
V

し
ろ
と
お
っ
し
ぞ
っ
た
が
、
統
制
使
が
五
月
か
ら
い
ま
ま
で
、
病
が
き
わ
め
て
重
く
、
死
に
そ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
に
い
た
っ
て
、

や
っ
と
少
し
病
が
癒
え
た
の
で
、
生
銅
代
価
入
送
の
意
を
告
げ
た
と
と
ろ
、
統
制
使
が
言
わ
れ
る
に
は
、

「
政
府
が
『
生
銅
が
倭
館

に
出
来
し
た
な
ら
ば
、
代
価
を
（
倭
館
へ
）
入
れ
て
や
っ
て
、
生
銅
を
受
け
だ
せ
』
と
命
令
さ
れ
た
の
に
、
生
銅
が
ま
だ
倭
館
へ
出

来
し
な
い
前
に
、
ど
う
し
て
代
価
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
言
わ
れ
る
の
で
、
我
々
が
申
し
あ
げ
る
に
「
代
価
を
入
れ

て
お
い
て
こ
そ
、
生
銅
が
直
ち
に
出
来
す
る
の
で
す
か
ら
」
と
申
し
あ
げ
る
や
、
（
統
制
使
が
）
、
「
お
前
ら
が
そ
う
言
う
な
ら
ば
、

そ
の
意
を
政
府
へ
書
啓
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
の
で
、
（
そ
の
結
果
を
）
待
っ
て
い
る
の
で
、
乙
ち
ら
の
乙
と
は
少
し
も
心
配
な
さ
い

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

－一一七



倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
聴
交
渉
（
長
）

一
二
八

ま
す
な
。
生
銅
を
、
だ
れ
そ
れ
だ
け
と
き
ロ
う
こ
と
な
く
使
う
よ
う
に
な
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
是
非
々
々
多
く
出
す
よ
う
に
し
て
、
銭

円認》錨
四
五
桶
を
急
ぎ
（
対
馬
へ
）
通
知
し
て
、
ま
ず
出
来
す
る
金
物
匂
一
植
を
出
す
よ
う
に
し
て
、
乙
の
意
を
ヨ
ネ
ム
ン
取
材
様
に

お
知
ら
せ
下
さ
い
。

（
純
腿
五
・
文
化
ニ
・
一

λ
0五）

乙
丑
九
月
二
十
日

内
田
茂
右
衛
門
様

賑
他
麗a
思u-
将

李朴
祷聖
将窒
i白）

追
伸

こ
の
上
な
く
重
大
な
こ
と
を
く
わ
し
く
知
っ
た
上
で
、

お
手
紙
し
よ
う
と
し
た
の
で
お
く
れ
ま
し
た
。

ハ
別
差
某
書
簡
（
訳
〉

口
口

今
日
、
如
何
程
お
つ
か
れ
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
朱
玉
の
早
便
で
お
た
ず
ね
い
た
だ
き
感
謝
い
た
し
ま
す
。
暑
さ
が
退
き
ま

す
な
ら
ば
御
両
人
の
う
ち
、
お
ひ
と
か
た
、
し
ば
し
で
も
お
い
で
に
な
る
と
と
を
信
じ
、
お
手
紙
い
た
す
次
第
で
と
ぎ
い
ま
す
。

敬
具

口
別
差

お

わ

り

に

本
稿
で
は
都
合
八
通
の
朝
鮮
語
書
簡
を
紹
介
し
た
が
、
乙
れ
ら
を
み
る
か
ぎ
り
朝
鮮
側
の
倭
学
訳
官
は
、
自
国
語
で
も
っ
て
日
本
側
へ

の
書
信
を
し
た
た
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
一
通
で
は
あ
る
が
、
日
本
人
が
朝
鮮
語
で
し
た
た
め
た
例
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
め

ず
ら
し
い
。
乙
の
一
通
は
当
時
の
対
馬
側
（
恐
ら
く
通
詞
）
の
語
学
力
の
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
朝
鮮
側
の
訳
官
と
対
馬
側

の
通
詞
と
が
、

い
っ
た
い
ど
ち
ら
の
言
葉
で
意
志
疎
通
し
て
い
た
の
か
、
な
が
ら
く
疑
問
に
お
も
っ
て
い
た
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
れ
ら

の
書
簡
で
み
る
か
ぎ
り
、
朝
鮮
語
を
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
い
つ
の
時
代
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
ば
か
り
は
言
い
き
れ



な
い
。
戸
田
頼
母
の
『
費
言
詩
集
』
に
は
、
朝
鮮
訳
官
と
の
対
話
に
な
ぞ
ら
え
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
例
を
の
せ
て
い
る
。

一
、
以
前
之
判
記
引
が
者
、
何
れ
も
日
本
詞
達
者
ニ
為
在
之
由
承
停
候
、
近
来
之
ご
と
く
御
座
候
両
者
不
相
済
一
事
ニ
候
、
折
角
御
心
掛
有

之
度
存
候
、

丁
度
仰
之
通
、
近
年
者
、
勘
能
之
同
官
無
之
、
我
々
も
心
外
ニ
存
る
事
ニ
候
、
成
丈
心
掛
可
申
候
、

乙
れ
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
側
の
訳
官
の
日
本
語
の
語
学
力
は
、
近
年
に
な
っ
て
低
下
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
か
つ
て
は
日
本
語
が

も
っ
と
使
わ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

本
稿
で
紹
介
し
た
朝
鮮
語
書
簡
の
解
説
・
訳
出
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
李
承
旭
教
授
・
金
用
淑
教
授
・
東
京
外
国
語
大
学
助
教
授
菅
野

裕
臣
民
・
九
州
大
学
助
手
池
川
英
勝
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
ま
た
解
読
文
版
下
作
成
は
池
川
英
勝
氏
を
わ
ず
ら
わ
し
た
。
深
甚
の
謝
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。

こ
九
七
七
年
十
月
稿
）

【
一
琵
】

（1
）
将
軍
世
子
竹
千
代
逝
去
に
よ
る
弔
慰
・
敏
次
郎
（
後
の
将
軍
家
慶
）
立
儲
に
よ
る
致
賀
・
対
馬
島
主
還
島
に
よ
る
閑
慰
の
三
件
を
か
ね
た
渡
海
訳

官。

（2
）
清
心
丸
と
も
い
う
。
漢
方
薬
の
一
種
で
、
漢
方
で
い
う
心
経
の
熱
を
と
る
薬
。
朝
鮮
に
お
け
る
著
明
な
薬
品
で
、
太
砲
が
ま
さ
に
崩
ぜ
ん
と
す
る

時
す
す
め
て
お
り
（
『
太
祖
実
録
』
八
年
五
月
辛
未
条
）
、
対
馬
の
領
主
宗
貞
茂
も
重
病
と
な
っ
て
乙
の
薬
を
も
と
め
、
支
給
さ
れ
て
い
る
（
『

太
宗
実
録
』
十
八
年
三
月
甲
子
条
）
。
ま
た
消
の
勅
使
の
も
と
め
に
よ
っ
て
こ
の
薬
を
贈
っ
た
乙
と
も
あ
り
（
『
英
租
実
録
』
十
四
年
二
月
葵
卯

条
）
、
朝
鮮
で
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
な
が
ら
く
高
貴
薬
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
参
考
、
三
木
栄
『
朝
鮮
医
学
史
及
び
疾
病
史
』
一
一
八
頁
）
。

〈

3
）
泊
蜜
果
の
一
種
。
小
麦
粉
と
胡
麻
油
・
蜂
蜜
・
酒
を
乙
ね
て
、
薬
果
板
と
い
う
裂
板
で
お
乙
し
、
油
で
あ
げ
た
の
ち
、
蜂
蜜
を
し
み
こ
ま
せ
た
菓

子
？
古
来
、
高
級
な
菓
子
と
さ
れ
、
李
朝
時
代
日
本
使
臣
へ
の
回
賜
品
目
の
な
か
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

〈

4
）
『
通
航
一
覧
』
巻
三
十
三
・
三
十
四
（
国
書
刊
行
会
刊
本
第
一
冊
四
二
五
・
四
二
八
頁
〕
。

倭
学
訳
宮
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
聴
交
渉
（
長
）

一
二
九



倭
学
訳
｛
白
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
聴
交
渉
（
長
）

一三
O

（5
）
天
理
大
学
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
っ
た
。
な
お
『
国
害
総
目
録
』
に
は
、
九
州
大
学
に
一
本
所
蔵
と
あ
る
が
、
現
在
乙
れ
は
み
あ
た
ら
な
い
。

（B
）
国
保
橋
潔
氏
は
、
乙
の
と
き
議
定
訳
官
朴
俊
漢
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
朴
俊
漢
の
交
渉
相
手
で
あ
る
一
戸
田
頼
母
の
『
賛

言
説
集
』
に
は
、
前
出
の
ご
と
く
翌
年
正
月
六
日
に
病
死
し
た
と
し
て
お
り
、

ζ

の
と
き
か
れ
は
病
床
に
あ
っ
た
た
め
、
替
っ
て
朴
致
倹
が
交
付

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（7
）
「
訳
科
務
目
』

（B
）
吉
松
右
助
。
対
馬
の
通
詞
。
釜
山
倭
館
に
駐
在
し
、
戸
田
頼
母
の
も
と
で
通
信
使
延
璃
・
易
地
交
渉
に
あ
た
っ
た
（
註
（
4
）
参
照
）
。
な
お
「
賞
一
言

試
集
』
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
六
年
（
丙
辰
年
）
当
時
、
か
れ
は
稽
古
通
詞
で
あ
っ
た
。

（9
）
東
莱
府
を
さ
す
。
倭
館
を
行
政
上
管
轄
し
、
対
旦
父
渉
の
窓
口
と
な
る
。
な
お
倭
館
は
、
軍
事
的
に
は
釜
山
余
使
が
管
轄
し
た
。

（
叩
）
『
訳
科
務
自
』

（
け
）
註
（
叩
）
参
照
。
岡
知
は
、
同
知
中
枢
府
事
（
従
二
品
官
）
の
略
。

（
ロ
）
純
組
の
即
位
（
一
八
O
O年
七
月
）
を
賀
す
る
陳
賀
参
判
使
で
、
乙
の
翌
年
（
一
八
O
一
）
七
月
釜
山
倭
館
に
到
着
し
、
同
年
六
月
乗
船
帰
国
し

た
。
使
者
は
杉
村
主
税
（
笑
名
平
功
加
）
で
あ
っ
た
（
『
館
守
・
参
判
・
裁
判
朝
鮮
渡
海
之
例
』
）
。

（
問
）
訓
導
（
首
席
訳
官
）
と
別
差
（
訓
導
の
次
席
の
訳
官
）
。

（M
）
差
備
官
は
、
特
定
の
仕
事
の
た
め
臨
時
に
任
命
さ
れ
る
官
で
、
こ
の
場
合
は
、
対
馬
か
ら
の
送
使
接
待
の
た
め
釜
山
へ
差
遣
さ
れ
た
も
の
を
さ
す

（
『
増
正
交
隣
志
』
巻
三
接
倭
出
使
宮
）
。

（
市
）
日
本
側
で
は
、
参
判
使
と
い
う
（
朝
鮮
の
礼
曹
参
判
へ
宛
て
た
書
契
を
携
行
し
て
行
く
の
で
参
判
使
と
い
う
）
。
乙
の
と
き
の
参
判
使
は
、
朝
鮮

か
ら
敬
待
き
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
見
て
、
易
地
交
渉
の
た
め
一
七
九
一
年
十
二
月
に
渡
海
し
、
朝
鮮
側
の
退
去
命
令
に
も
か

か
わ
ら
ず
釜
山
に
滞
留
し
た
通
信
使
議
定
大
差
使
（
正
官
平
田
隼
人
）
を
さ
す
と
お
も
わ
れ
る
（
本
稿
第
一
節
参
照
）
。

（
間
山
）
隠
は
官
衡
の
意
。
こ
の
場
合
は
、
中
央
で
外
交
を
掌
ど
る
礼
曹
を
さ
す
か
。

（
げ
）
朝
鮮
側
か
ら
倭
館
に
支
給
さ
れ
る
公
木
（
木
綿
）
の
代
物
の
意
。

（
問
）
単
物
は
、
対
馬
か
ら
の
送
使
（
定
例
お
よ
び
臨
時
の
送
使
）
に
、
朝
鮮
側
か
ら
支
給
さ
れ
る
人
暮
。
み
や
げ
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
礼
単
人
暮
、
略
し
て
単
募
と
い
い
、
ま
た
単
物
と
も
い
う
。
日
本
人
に
支
給
す
る
単
物
の
経
費
は
、
当
時
、
一
戸
曹
が
負
担
し
、
そ
の
人
暮
の

調
達
と
日
本
側
へ
の
支
給
の
実
務
は
、
倭
学
訳
官
中
か
ら
人
を
選
ん
で
担
当
さ
せ
て
い
た
。
単
物
の
数
量
は
、
各
送
使
の
格
式
に
応
じ
て
定
数
が

あ
っ
た
が
、
担
当
訳
官
の
不
正
そ
の
他
で
定
数
通
り
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
規
定
の
品
質
以
下
の
も
の
が
支
給
さ
れ
て
目
減
り
が
お



こ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
日
本
側
が
粗
悪
な
晶
を
つ
き
返
し
た
り
し
た
（
乙
れ
を
点
退
と
い
う
）
。

ζ

の
よ
う
に
し
て
規
定
の
数
量
に
不
足
す
る
分

を
未
収
単
慈
と
い
っ
た
（
『
万
機
要
覧
』
財
用
編
五
単
夢
、
『
増
正
交
隣
志
』
巻
四
単
蕃
）
。

（
悶
）
三
省
堂
『
古
語
辞
典
』
・
平
凡
社
『
大
辞
典
』

（
四
）
地
方
へ
赴
任
す
る
宮
人
が
、
国
王
に
拝
謁
し
て
隈
乞
い
を
す
る
乙
と
。

（
引
）
早
川
恕
介
。
一
七
九
四
年
二
月
、
通
信
使
延
鴨
交
渉
の
参
判
使
平
田
隼
人
の
封
進
役
と
な
り
、
以
後
延
鴨
交
渉
に
た
ず
さ
わ
っ
た
対
馬
の
人
物

（
『
館
守
・
参
判
・
裁
判
朝
鮮
渡
海
之
例
』
）
。

（
包
）
英
組
三
十
四
年
（
一
七
五
六
）
以
来
、
単
蕃
の
調
達
は
倭
学
訳
官
か
ら
勾
管
者
を
え
ら
ん
で
、
一
戸
曹
が
乙
れ
に
経
費
を
支
給
し
、
そ
の
責
任
で
調

達
し
、
倭
館
へ
入
給
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
て
い
た
。
勾
管
者
は
、
訓
導
・
別
差
等
四
人
で
あ
っ
た
が
（
『
増
正
交
隣
志
』
巻
四
単
事
条
参
照
）
、

金
健
瑞
は
そ
の
長
、
す
な
わ
ち
都
勾
管
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
な
お
金
健
瑞
は
、
字
は
君
剛
、
一
七
四
三
年
生
れ
、
本
買
は
牛
峯
、
乾
隆
辛

卯
（
一
七
七
一
年
）
式
年
訳
科
に
合
格
し
て
い
る
（
『
訳
科
梼
目
』
）
。
『
増
正
交
隣
志
』
の
著
者
で
も
あ
る
。

（
お
）
註
（
mm
）
参
照
。

（Mm）
李
恩
恭
、
字
は
子
謙
、
一
七
五
九
年
生
れ
、
本
貫
は
泰
安
、
嘉
慶
戊
午
（
一
七
九
八
）
式
年
訳
科
に
合
格
し
て
い
る
（
『
訳
科
務
自
』
）
。

（
お
）
『
純
組
実
録
』
三
年
二
月
乙
巴
（
九
日
）
条
、
「
東
莱
府
先
生
案
」
。

（
却
）
註
（
4
）
に
問
。

（
幻
）
『
備
辺
司
謄
録
』
純
組
五
年
八
月
二
十
八
日
条
。

（
泊
）
註
（
幻
）
に
問
。

（
却
）
『
辺
例
集
要
』
巻
十
四
雑
犯
乙
丑
条
。

（
叩
）
註
（
幻
）
に
問
。

（
引
）
全
羅
慶
尚
忠
清
三
道
水
軍
統
制
使
の
営
が
お
か
れ
た
所
で
あ
る
の
で
統
営
と
い
う
。
当
時
は
、
慶
尚
道
関
城
県
頭
龍
浦
（
現
在
の
忠
武
市
）
に
あ

っ
た
。

（
但
）
全
羅
慶
尚
忠
清
三
道
水
軍
統
制
使
。

（
お
）
亜
鉛
。

（
糾
）
宣
恵
庁
に
所
属
し
、
凶
年
の
救
荒
巻
っ
か
さ
ど
る
官
街
（
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
一
一
一
一
職
宵
考
九
諸
司
一
宣
恵
庁
条
・
巻
一
六
九
市
鰭
考
七
賑

値
一
条
）
。

（
お
）
倭
学
訳
官
の
総
称
（
小
倉
進
平
著
『
朝
鮮
語
学
史
』
三
七
二
頁
所
引
『
象
寄
紀
聞
』
、
写
本
に
よ
り
、
乙
の
事
を
記
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
）
。

倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
璃
交
渉
（
長
）

一一一一


