
一
八
七
七
年
（
明
治
十
年
）
、
中
国
の
初
代
駐
日
公
使
の
書
記
官
と
し
 
 

て
、
「
挙
人
」
黄
達
意
が
来
日
し
た
。
赴
任
す
る
に
当
た
っ
て
、
黄
遵
憲
 
 

は
絶
句
一
首
を
友
達
に
贈
っ
た
。
 
 

一
、
東
来
の
法
 
 

黄
違
憲
に
お
け
る
日
本
理
解
の
序
幕
 
 

此
の
頭
魔
の
如
く
 
 

此
の
行
 
万
里
 
 

諸
公
未
だ
見
ず
 
 
 

如
此
頭
戯
如
此
腹
 
 

此
行
万
里
亦
奇
哉
 
 

諸
公
未
見
靴
尖
運
 
 

待
我
扶
桑
濯
足
来
 
 
 此

腹
の
如
し
 
 

亦
奇
哉
 
 

靴
尖
の
運
ぶ
を
 
 

な
ん
と
も
誇
ら
し
げ
な
詩
で
あ
る
。
新
し
く
「
挙
人
」
に
な
っ
た
ば
 
 

か
り
の
黄
達
意
の
こ
の
時
の
気
持
ち
は
、
唐
代
詩
人
孟
郊
が
、
科
挙
試
 
 

験
に
合
格
し
た
時
に
「
春
風
得
意
馬
蹄
疾
、
一
日
看
尽
長
安
花
」
と
歌
 
 

っ
た
よ
う
な
諷
爽
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
董
遵
憲
は
大
志
を
抱
い
て
日
 
 

本
に
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
の
中
国
人
に
と
っ
て
、
日
本
 
 

は
ま
だ
神
秘
的
な
世
界
で
あ
っ
た
。
黄
遵
憲
の
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
 
 

だ
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
文
人
の
想
像
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
 
 

次
の
よ
う
な
詩
を
歌
っ
た
。
 
 

避
泰
男
女
波
三
千
 
 

海
外
蓬
疲
別
有
天
 
 

鏡
空
永
博
笠
縫
殿
 
 
 

（
1
）
 
我
に
待
て
 
扶
桑
に
足
を
濯
い
て
来
る
を
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泰
を
避
く
男
女
 
渡
る
こ
と
三
千
 
 

海
外
蓬
涼
 
別
に
天
あ
り
 
 

鏡
豊
永
く
伝
う
 
笠
縫
殿
 
 

（
2
）
 
 

な
お
疑
う
 
世
系
は
神
仙
よ
り
出
づ
る
と
 
 

こ
の
詩
の
後
に
、
黄
達
意
は
注
を
付
し
て
、
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
要
 
 

す
る
に
、
今
の
日
本
人
は
、
実
は
我
々
と
同
種
で
あ
る
。
」
と
書
い
て
い
 
 

る
。
貴
通
憲
の
頑
の
中
に
あ
る
日
本
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
実
体
の
 
 

な
い
、
中
国
の
伝
説
に
出
て
く
る
よ
う
な
神
秘
的
な
国
で
あ
り
、
中
国
 
 

と
は
同
文
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
貴
通
憲
が
日
本
に
釆
て
、
実
 
 

際
目
に
し
た
の
は
、
明
治
政
府
の
欧
化
熟
で
あ
り
、
在
来
の
漢
学
を
軽
 
 

視
す
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
黄
道
憲
の
友
人
で
も
あ
る
三
河
石
川
英
は
、
当
 
 

時
の
西
洋
文
明
一
辺
倒
の
社
会
風
潮
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
 
 

い
る
。
 
 
 

最
近
の
学
者
は
、
心
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
傾
倒
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
 
 

パ
、
ア
メ
リ
カ
と
き
た
ら
盛
ん
に
そ
の
学
問
を
称
え
、
文
明
大
国
と
 
 

い
う
。
し
か
し
、
中
国
に
つ
い
て
は
人
材
が
昔
に
劣
っ
て
い
る
と
か
、
 
 

（
3
）
 
 

さ
ら
に
盲
目
的
な
者
は
人
材
の
い
な
い
国
だ
と
か
言
っ
て
い
る
。
 
 
 

悩
疑
世
系
出
神
仙
 
 

G
貞
．
サ
ン
ソ
ム
も
こ
の
時
期
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

新
政
府
は
西
洋
方
式
の
採
用
を
奨
励
し
は
じ
め
た
。
…
…
…
常
に
 
 
 

反
応
が
敏
感
で
、
新
し
い
流
行
の
大
好
き
な
都
会
の
民
衆
は
、
ほ
と
 
 
 

ん
ど
熱
病
的
と
も
い
う
べ
き
熱
意
を
も
っ
て
、
こ
の
新
し
い
方
針
に
 
 

（
4
）
 
 
 

応
じ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
直
面
し
て
、
中
華
意
識
の
強
い
黄
適
意
は
、
 
 

甚
だ
不
満
で
次
の
よ
う
に
非
難
を
し
た
。
 
 

今
日
本
は
西
洋
を
慕
っ
て
い
て
、
学
者
た
ち
は
己
れ
を
捨
て
て
西
 
 
 

洋
に
従
お
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
者
は
、
漢
学
が
役
に
立
た
な
い
も
 
 

（
5
）
 
 
 

の
だ
と
さ
え
言
っ
て
い
る
。
 
 

責
遵
憲
は
た
だ
単
に
こ
の
西
洋
一
辺
倒
の
動
き
に
対
し
て
反
発
し
、
非
 
 

難
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
い
な
か
っ
た
。
彼
は
中
国
の
 
 

古
典
か
ら
多
く
の
論
拠
を
集
め
、
西
洋
の
学
問
の
源
は
東
洋
の
学
問
に
 
 

あ
る
と
立
証
し
よ
う
と
試
み
た
。
黄
適
意
は
「
私
は
西
洋
の
学
問
を
考
 
 

察
し
た
が
、
そ
れ
は
墨
笹
の
学
で
あ
る
。
」
と
言
っ
た
。
 
 
 

黄
達
意
の
詩
か
ら
、
こ
の
時
期
の
彼
の
思
想
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
『
日
本
雑
事
詩
』
定
本
第
五
十
四
首
は
こ
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
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『
墨
子
・
魯
問
』
の
中
に
「
公
輸
竹
木
を
削
り
て
親
を
つ
く
る
。
鶉
 
 

成
り
て
飛
ぶ
こ
と
三
日
に
し
て
下
ら
ず
、
自
ら
以
て
巧
と
な
す
。
」
と
い
 
 

う
下
り
が
あ
り
、
黄
遵
憲
は
こ
れ
を
か
り
て
、
西
洋
の
近
代
科
学
技
術
 
 

は
、
木
を
削
っ
て
作
ら
れ
た
空
を
飛
ぷ
胡
の
よ
う
に
不
思
議
な
も
の
だ
 
 

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
の
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
 
 

な
西
洋
の
科
学
技
術
を
尊
び
、
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
黄
遵
憲
 
 

は
詩
を
以
て
描
い
た
。
ま
た
披
は
西
洋
の
科
学
技
術
に
よ
っ
て
自
国
を
 
 

強
国
に
し
、
敵
国
か
ら
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
「
梯
を
備
え
、
堅
 
 

く
守
り
羊
埼
を
習
う
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
『
墨
子
』
 
の
 
 

「
備
梯
篇
」
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
墨
子
の
弟
子
禽
滑
塵
は
墨
子
 
 

に
師
事
し
て
三
年
に
な
っ
て
、
や
っ
と
墨
子
か
ら
城
の
守
禦
法
を
教
え
 
 

（
6
）
 
 

ら
れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
黄
適
意
は
日
本
は
富
国
強
兵
の
た
め
に
学
 
 

木
を
削
り
能
く
飛
ば
し
、
鶴
の
霊
を
淵
る
 
 

梯
を
備
え
空
く
守
り
羊
埼
を
習
う
 
 

知
ら
ず
 
尽
く
是
れ
東
釆
の
法
た
る
を
 
 

儒
著
を
廃
し
て
 
墨
経
を
読
ま
ん
と
欲
す
 
 

削
木
能
飛
翔
鞄
霊
 
 

備
梯
堅
守
習
羊
玲
 
 

不
知
尽
是
東
来
法
 
 

欲
廃
儒
署
読
墨
経
 
 

校
教
育
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
へ
ん
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
彼
 
 

は
こ
の
詩
の
自
注
に
、
日
本
で
は
「
学
校
が
甚
だ
盛
ん
で
あ
る
。
た
だ
 
 

も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
学
を
以
て
、
人
に
お
し
え
て
い
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
 
 
 

彼
の
『
日
本
国
志
』
に
は
、
日
本
の
学
校
制
度
に
つ
い
て
か
な
り
詳
 
 

（
7
）
 
 

し
い
記
述
が
あ
る
。
最
初
黄
道
憲
ほ
日
本
の
近
代
教
育
に
対
し
て
、
理
 
 

解
で
き
な
か
っ
た
点
が
多
く
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
詩
の
中
で
黄
遵
憲
 
 

（
8
）
 
 

ほ
「
知
ら
ず
 
尽
く
足
れ
東
来
の
法
た
る
を
」
と
歌
い
、
憤
慨
し
て
い
 
 

る
か
の
よ
う
に
責
め
て
い
る
の
は
日
本
の
こ
と
で
あ
る
。
披
は
こ
の
詩
 
 

の
説
明
に
「
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
文
学
志
（
『
日
本
国
志
』
）
の
 
 

中
に
詳
し
く
述
べ
る
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
次
に
彼
の
参
考
し
て
も
 
 

ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
『
日
本
国
志
』
の
申
の
〓
即
を
見
て
み
よ
う
。
 
 

近
年
来
、
日
本
の
学
校
は
門
類
別
に
分
か
れ
て
い
る
。
人
々
は
奮
 
 

発
自
強
で
あ
り
、
国
は
富
強
に
な
る
勢
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
格
致
の
 
 

学
は
中
国
の
固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
古
人
の
説
 
 

は
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
学
術
が
、
他
国
に
伝
わ
っ
 
 

た
こ
と
は
恥
ず
か
し
く
な
い
が
、
し
か
し
わ
が
国
の
学
術
を
発
展
さ
 
 

せ
た
日
本
人
は
、
い
ま
か
え
っ
て
こ
れ
を
強
く
拒
絶
し
て
い
る
。
そ
 
 

し
て
、
こ
れ
を
西
洋
の
学
術
だ
と
称
す
る
と
、
今
度
は
こ
れ
に
習
お
 
 

う
と
す
る
。
こ
れ
は
実
に
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
の
事
 
 

（
9
）
 
 

実
が
甚
だ
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
数
典
忘
古
そ
の
も
の
で
あ
る
。
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黄
適
意
は
文
化
の
ほ
ん
と
う
の
嫁
が
中
華
に
あ
る
こ
と
を
、
認
め
な
 
 

い
の
ほ
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
と
主
張
し
、
祖
を
忘
れ
た
も
の
だ
と
非
難
し
 
 

て
い
る
。
彼
自
身
は
祖
を
忘
れ
て
い
な
い
つ
も
り
で
い
た
。
か
れ
は
長
 
 

い
文
章
を
使
っ
て
西
洋
の
学
は
中
国
の
古
典
に
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
 
 

証
明
し
よ
う
と
し
た
。
 
 

わ
た
し
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
泰
西
の
学
は
墨
笹
の
学
で
あ
る
。
「
尚
 
 
 

同
」
と
か
「
兼
愛
」
と
か
「
鬼
を
明
ら
か
に
し
天
に
事
う
」
と
か
い
 
 
 

う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
キ
リ
ス
ト
の
十
戒
に
い
わ
ゆ
る
「
天
主
 
 
 

に
敬
串
し
、
人
を
愛
す
る
こ
と
、
お
の
れ
の
ご
と
く
す
」
と
い
う
こ
 
 
 

と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
「
化
と
は
徴
の
易
る
な
り
、
竜
の
鶉
と
な
る
 
 
 

が
ご
と
し
」
と
か
 
〔
動
物
の
変
化
〕
五
行
の
水
・
火
・
土
が
難
い
て
 
 
 

然
え
、
金
を
礫
し
、
土
に
離
く
、
と
か
〔
金
石
草
木
の
変
化
〕
、
「
同
 
 
 

と
は
重
・
体
・
合
・
類
。
異
と
は
二
・
不
休
・
不
合
・
不
類
」
〔
す
 
 
 

べ
て
の
も
の
の
体
質
の
車
重
を
比
較
し
て
、
種
類
の
異
同
を
分
か
つ
、
 
 
 

西
洋
人
の
淡
気
（
窒
素
）
・
軽
気
（
水
素
）
・
炭
気
（
炭
素
）
・
養
気
（
酸
 
 
 

素
）
 
の
説
は
、
こ
れ
に
習
っ
た
も
の
で
あ
る
〕
と
か
い
う
の
は
、
化
 
 
 

学
の
視
で
あ
る
。
「
均
と
は
髪
均
し
く
懸
け
、
軽
重
し
て
髪
絶
ゆ
る
は
 
 
 

均
し
か
ら
ざ
る
な
り
、
均
し
け
れ
ば
、
そ
の
絶
ゆ
る
や
、
絶
ゆ
る
な
 
 

（
川
）
 
 
 

し
」
と
い
う
の
は
重
学
の
視
で
あ
る
。
 
 

黄
道
憲
は
ま
だ
長
い
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
西
洋
の
学
問
 
 
 

二
西
洋
の
提
唱
し
て
い
る
自
主
権
利
は
墨
子
の
尚
同
説
で
あ
る
。
 
 
 

二
、
西
洋
の
博
愛
と
い
う
も
の
は
墨
子
の
兼
愛
説
で
あ
る
。
 
 
 

三
、
西
洋
の
上
帝
を
尊
び
霊
魂
を
守
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
墨
子
 
 

の
「
尊
天
明
鬼
」
で
あ
る
。
 
 
 

四
、
西
洋
人
が
機
械
技
術
に
長
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
墨
子
の
「
備
 
 

攻
備
実
、
削
鳶
能
飛
」
の
説
の
発
揮
と
運
用
で
あ
る
。
 
 

黄
遵
憲
が
こ
の
よ
う
な
理
論
を
確
立
す
る
た
め
に
日
本
人
と
討
論
し
 
 

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
中
村
敬
宇
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
だ
し
た
 
 

こ
と
が
あ
る
。
 
 

が
中
国
の
古
典
か
ら
源
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
一
生
懸
命
主
張
し
た
の
 
 

で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
『
日
本
国
志
・
学
術
志
一
』
に
も
詳
し
く
論
じ
 
 

て
い
る
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
い
く
つ
か
で
あ
る
。
 
 

私
は
曽
「
墨
子
」
の
中
の
西
学
と
合
致
し
て
い
る
所
を
書
き
写
し
 
 

た
。
今
お
送
り
致
し
ま
す
。
先
生
の
学
問
は
漢
学
に
も
洋
学
に
も
ふ
 
 

れ
て
い
る
の
で
、
ど
う
か
、
正
し
い
か
、
聞
達
っ
て
い
る
か
、
判
断
 
 

し
て
く
だ
さ
れ
ば
、
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
 
 

そ
し
て
、
中
村
敬
宇
は
貴
通
憲
に
次
の
詩
句
を
贈
っ
た
。
 
 

41  



以
上
の
よ
う
な
複
雑
な
心
の
葛
藤
を
経
て
、
責
達
意
は
詩
の
結
び
に
 
 

深
く
感
嘆
し
、
斯
く
到
達
し
た
思
想
を
示
し
た
。
 
 

黄
遵
憲
が
研
究
を
兼
ね
て
、
上
の
よ
う
に
立
論
し
よ
う
と
し
た
理
由
 
 

は
、
彼
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
に
あ
っ
て
西
洋
の
学
問
を
慕
う
も
の
は
、
お
の
れ
を
す
て
て
 
 

彼
に
し
た
が
い
、
つ
い
に
は
漢
学
は
無
用
だ
と
い
う
。
ゆ
え
に
以
上
 
 

の
引
用
を
し
て
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
の
議
論
を
す
る
愚
か
な
も
の
の
口
 
 

（
㍑
）
 
 

を
ふ
さ
ご
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
詩
句
か
ら
、
黄
遵
憲
が
日
本
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
感
情
の
強
 
 

儒
書
を
廃
し
て
墨
経
を
読
ま
ん
と
欲
す
 
 
 

欲
廃
儒
書
読
墨
経
 
 

嘗
て
論
ず
 
墨
子
の
西
説
に
同
じ
き
を
 
 

（
‖
）
 
卓
識
未
だ
経
ず
 
前
人
の
道
く
に
 
 

嘗
論
墨
子
同
西
説
 
 

卓
識
未
経
前
人
道
 
 

い
葛
藤
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
は
、
彼
は
日
本
の
社
会
 
 

現
象
に
対
し
て
批
判
的
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
 
 

日
本
の
人
々
が
、
儒
教
に
代
表
さ
れ
る
正
統
的
な
学
問
を
廃
し
、
墨
経
 
 

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
非
正
統
的
な
学
問
（
日
本
人
は
認
め
て
い
な
い
 
 

に
せ
よ
、
本
来
中
国
に
源
を
発
し
な
が
ら
、
西
洋
の
学
と
さ
れ
て
い
る
 
 

も
の
）
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
で
あ
る
。
 
 
 

も
う
一
方
で
は
、
黄
適
意
は
明
治
日
本
が
西
洋
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
社
会
を
大
き
く
発
展
し
た
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、
大
き
く
 
 

動
揺
し
て
い
る
。
彼
は
西
洋
学
の
源
流
は
『
墨
子
』
に
あ
る
と
考
え
、
『
墨
 
 

子
』
に
新
し
い
価
値
を
見
出
し
て
、
こ
れ
を
学
ぽ
う
と
し
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
ず
っ
と
儒
教
の
教
育
を
受
け
、
そ
れ
を
思
想
の
基
本
と
し
、
「
挙
 
 

人
」
に
成
っ
た
黄
遵
憲
に
と
っ
て
は
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
 
 

文
化
、
新
し
い
価
値
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
黄
達
意
の
姿
勢
が
こ
こ
に
 
 

伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
儒
書
」
に
対
し
て
、
「
墨
経
」
は
技
術
を
尊
重
 
 

し
、
人
の
生
活
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
面
が
あ
る
。
「
墨
経
」
の
持
っ
 
 

て
い
る
こ
の
面
は
、
正
に
日
本
が
い
ま
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
西
学
の
視
 
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
儒
書
」
を
廃
し
て
「
墨
経
」
を
読
む
と
い
う
 
 

こ
と
ば
、
つ
ま
り
科
学
技
術
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
塁
経
」
は
黄
遵
憲
に
と
っ
て
、
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
一
 
 

つ
は
在
来
の
中
国
の
固
有
思
想
の
象
徴
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
西
洋
 
 

の
近
代
科
学
技
術
の
代
名
詞
で
あ
る
。
「
西
学
は
中
学
に
源
を
引
い
て
い
 
 

る
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
黄
遵
憲
は
二
つ
の
も
の
を
源
と
流
と
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二
、
未
だ
著
さ
ざ
る
書
 
 

中
撃
伝
統
文
化
の
豊
か
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
責
達
意
は
、
外
 
 

来
の
新
し
い
事
物
に
接
触
す
る
と
き
、
か
な
ち
ず
自
ら
の
固
有
の
知
識
 
 

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
い
た
。
彼
は
自
分
の
知
識
を
正
統
的
な
儒
学
 
 

か
ら
得
た
も
の
と
、
非
正
統
的
な
雑
学
か
ら
得
た
も
の
と
の
二
種
類
に
 
 

分
け
て
い
た
。
黄
適
意
は
日
本
に
来
て
早
々
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
指
導
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
ば
、
儒
教
の
信
徒
で
あ
る
は
ず
の
黄
適
意
 
 

が
、
儒
教
と
は
主
張
を
異
に
す
る
墨
家
の
学
説
に
心
を
引
か
れ
、
理
念
 
 

重
視
か
ら
実
用
重
視
へ
と
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
 
 

よ
っ
て
、
中
学
と
西
学
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
位
置
付
け
を
模
索
し
、
自
 
 

分
の
心
の
苦
闘
の
打
開
口
を
見
付
け
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 

の
関
係
を
つ
け
て
、
そ
れ
を
一
体
化
し
、
そ
し
て
、
何
の
恥
も
な
く
西
 
 

洋
の
学
問
を
勉
強
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
黄
適
意
の
ユ
ニ
ー
 
 

ク
の
た
と
え
を
借
り
て
言
え
ば
、
酉
学
を
導
入
す
る
こ
と
ほ
、
つ
ま
り
、
 
 

家
に
秘
伝
の
処
方
が
あ
り
、
こ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
く
内
に
他
人
の
 
 
 

家
に
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
の
ち
に
そ
の
所
在
が
分
か
っ
て
、
千
金
 
を
惜
し
ま
ず
買
い
戻
撃
 
 

的
な
地
位
を
占
め
て
き
た
儒
教
思
想
だ
け
に
頼
っ
て
い
て
は
、
も
は
や
 
 

自
国
の
停
滞
を
打
開
し
て
い
く
す
べ
の
得
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
悟
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
彼
の
早
期
の
異
文
化
対
応
の
様
式
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
幼
稚
 
 

な
も
の
も
入
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
末
の
中
国
知
識
人
の
申
 
 

に
お
い
て
、
披
は
異
文
化
に
対
し
て
相
当
柔
軟
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
 
 

た
人
だ
と
、
言
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

貴
通
憲
は
若
い
頃
、
「
雑
感
」
と
題
す
る
詩
の
中
で
、
「
六
経
に
使
わ
 
 

れ
な
い
字
は
、
敢
え
て
詩
編
に
使
わ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
柔
軟
性
に
 
 

欠
け
た
「
俗
儒
」
を
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
儒
学
の
限
界
を
感
じ
た
 
 

時
、
彼
の
頭
の
な
か
に
は
、
自
然
に
儒
学
と
は
違
う
別
の
中
国
固
有
の
 
 

学
説
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
学
説
を
外
来
の
新
文
 
 

化
と
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
国
の
古
い
学
説
に
新
し
い
生
命
 
 

を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
黄
達
意
の
多
く
の
詩
や
文
 
 

章
に
見
え
る
。
先
に
論
じ
た
詩
の
中
で
彼
の
引
用
し
た
「
墨
経
」
は
、
正
 
 

に
こ
の
新
し
い
生
命
力
を
注
い
だ
古
い
学
説
の
一
つ
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
貴
通
憲
の
日
本
の
教
育
を
歌
っ
た
詩
を
取
り
上
げ
、
異
文
化
 
 

受
容
の
際
の
彼
の
苦
闘
の
様
態
を
も
う
少
し
探
っ
て
み
よ
う
。
 
 

化
書
奇
器
間
新
篇
 
 

航
海
遥
尋
鬼
谷
貿
 
 

学
得
黎
鍵
帰
善
眩
 
 

達
人
鼓
掌
快
談
天
 
 
 

43  



も
ち
ろ
ん
、
膚
の
時
代
に
お
い
て
、
日
本
の
留
学
生
の
求
め
て
い
た
 
 

も
の
は
詩
に
い
う
よ
う
な
「
鬼
谷
子
」
の
学
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
 
 

求
め
て
い
た
の
は
儒
教
に
代
表
さ
れ
た
正
統
的
な
礼
教
や
官
制
で
あ
っ
 
 

た
。
し
か
し
、
明
治
の
日
本
が
「
鬼
谷
の
貿
」
を
求
め
は
じ
め
た
。
鬼
 
 

谷
子
は
中
国
の
戦
国
時
代
の
人
で
本
名
は
王
謂
、
河
南
省
の
鬼
谷
子
と
 
 

い
う
所
に
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
、
名
を
成
し
た
縦
横
 
 

新
し
い
時
代
に
は
そ
れ
に
相
応
で
き
る
「
新
篇
」
を
求
め
る
必
要
が
 
 

あ
る
。
黄
遵
憲
の
こ
の
詩
は
日
本
人
の
海
外
留
学
の
こ
と
を
歌
っ
た
も
 
 

の
で
あ
る
。
留
学
し
て
海
外
に
新
し
い
学
問
を
尋
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
 
 

は
、
日
本
が
長
い
伝
統
を
持
っ
て
い
る
が
、
黄
適
意
は
こ
の
点
に
つ
い
 
 

て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
 
 

膚
の
時
代
、
日
本
か
ら
わ
が
国
に
使
わ
さ
れ
た
使
に
は
、
い
つ
も
 
 
 

留
学
生
が
つ
い
て
き
た
。
官
制
、
礼
教
は
何
も
か
も
わ
が
国
を
真
似
 
 

（
1
5
）
 
 
 

て
い
た
。
い
ま
は
同
じ
こ
と
を
西
洋
か
ら
学
ん
で
い
る
。
 
 

化
書
奇
器
．
新
篇
を
問
わ
ん
と
し
て
 
 

海
に
航
し
て
遥
か
に
尋
ぬ
 
鬼
谷
の
貿
 
 

黎
鞄
に
学
び
得
て
 
善
眩
に
帰
し
 
 

（
1
4
）
 
人
に
逢
え
ば
掌
を
鼓
っ
て
 
快
天
を
談
ず
 
 

家
で
あ
る
蘇
秦
、
張
儀
の
師
と
さ
れ
る
人
で
あ
り
、
智
に
た
け
た
奇
術
 
 

師
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
彼
の
技
に
代
表
さ
れ
る
よ
 
 

う
な
「
奇
術
」
は
、
西
洋
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
黎
鍵
」
は
大
 
 

秦
国
、
す
な
わ
ち
東
口
ー
マ
帝
国
の
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
 
 

ッ
パ
を
さ
す
。
「
眩
」
は
幻
と
等
し
く
奇
術
の
こ
と
を
い
う
。
日
本
の
留
 
 

学
生
が
西
洋
か
ら
奇
術
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
学
問
を
修
得
 
 

し
て
、
帰
っ
て
く
る
喜
び
を
黄
遵
憲
は
ず
い
ぶ
ん
理
解
を
示
し
て
い
る
。
 
 

黄
遵
憲
は
日
本
が
西
洋
の
学
問
を
導
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
点
 
 

に
深
い
関
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

正
統
的
な
学
問
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
鬼
谷
子
を
、
明
治
の
日
本
 
 

人
留
学
生
が
西
洋
か
ら
学
び
取
っ
た
学
問
の
代
名
詞
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
 
 

異
文
化
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
黄
適
意
の
努
力
を
見
る
こ
と
が
で
 
 

き
た
。
こ
の
種
の
曲
折
し
た
認
識
の
様
式
は
、
黄
遵
憲
の
ほ
か
の
詩
に
 
 

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

争
わ
ん
と
欲
す
 
 

読
ま
ん
と
要
す
 
 

欲
争
斉
楚
連
横
勢
 
 

要
読
孫
呉
未
著
書
 
 

縮
土
補
天
皆
有
術
 
 

火
輪
丹
外
又
飛
車
 
 斉

楚
連
横
の
勢
 
 

孫
呉
未
だ
著
さ
ざ
る
著
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土
を
縮
め
天
を
補
う
 
み
な
術
あ
り
 
 

火
輪
舟
の
外
ま
た
飛
車
あ
喝
 
 

こ
れ
は
日
本
の
士
官
学
校
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
。
黄
遵
憲
は
こ
の
 
 

詩
の
自
注
に
「
日
本
人
は
陸
軍
を
つ
く
る
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
を
 
 

手
本
に
し
、
海
軍
を
つ
く
る
に
は
イ
ギ
リ
ス
を
手
本
と
し
て
い
る
。
」
と
 
 

書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
教
育
方
法
、
兵
法
を
取
っ
て
い
る
 
 

士
官
学
校
を
描
写
す
る
時
、
中
国
の
古
典
に
長
じ
て
い
る
黄
適
意
ほ
、
す
 
 

ぐ
自
国
の
兵
法
、
兵
家
を
連
想
し
、
新
時
代
の
学
校
を
描
く
の
に
、
自
 
 

分
の
古
典
的
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
「
斉
楚
連
横
の
勢
」
、
「
孫
 
 

呉
未
だ
著
さ
ざ
る
書
」
、
黄
適
意
は
古
い
言
葉
に
新
し
い
意
味
内
容
を
与
 
 

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
中
国
社
会
は
、
内
乱
外
圧
に
よ
っ
て
大
き
 
 

く
動
揺
し
は
じ
め
た
。
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
で
は
、
帝
国
主
義
 
 

の
大
砲
が
、
長
い
間
閉
鎖
し
て
い
た
「
天
朝
」
の
門
を
打
ち
破
っ
た
。
ア
 
 

ヘ
ン
戦
争
の
十
一
年
後
、
一
八
五
一
年
に
は
太
平
天
国
運
動
が
起
こ
っ
 
 

た
。
一
八
五
六
年
に
は
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
起
こ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
 
 

軍
艦
が
広
州
の
内
河
に
入
っ
て
き
た
。
一
八
五
六
年
太
平
天
国
の
残
存
 
 

勢
力
が
黄
遵
憲
の
里
に
入
っ
て
き
た
。
時
に
黄
適
意
は
ち
ょ
う
ど
結
婚
 
 

し
て
わ
ず
か
数
日
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

黄
遵
憲
の
少
年
期
か
ら
成
年
期
に
か
け
て
は
、
大
清
帝
国
の
危
機
が
 
 

日
を
お
っ
て
深
ま
り
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
外
交
官
と
し
 
 

て
日
本
に
来
た
時
、
中
国
は
す
で
に
半
封
建
的
、
半
植
民
地
的
な
後
進
 
 

国
の
道
を
余
儀
な
く
歩
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
交
官
と
し
て
の
 
 

黄
遵
憲
の
苦
悩
は
相
当
に
深
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

黄
適
意
の
「
斉
楚
蓮
横
の
勢
」
は
新
し
い
時
代
に
お
け
る
国
の
軍
事
 
 

力
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ほ
中
国
が
強
く
な
る
こ
と
を
切
望
し
て
 
 

い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
達
成
す
る
に
は
「
孫
呉
未
だ
著
さ
ざ
る
書
」
を
 
 

読
む
こ
と
が
必
須
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
孫
呉
に
代
表
さ
れ
て
い
 
 

る
中
国
の
固
有
の
兵
法
に
な
い
普
と
は
、
西
洋
の
兵
法
を
さ
す
も
の
で
 
 

あ
る
。
黄
達
意
ほ
客
観
的
な
態
度
で
西
洋
風
の
軍
事
教
育
を
評
価
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
詩
の
自
注
に
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

西
洋
人
の
よ
く
言
う
言
葉
に
、
将
校
を
え
ら
ぷ
の
は
兵
卒
を
調
練
 
 
 

す
る
よ
り
も
難
し
い
。
兵
卒
は
数
か
月
で
訓
練
を
終
え
れ
る
が
、
将
 
 
 

校
は
長
い
年
月
を
か
け
な
い
と
、
も
の
に
な
ら
な
い
、
と
あ
る
が
、
彼
 
 
 

ら
の
軍
隊
が
強
い
の
も
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。
 
 

黄
遵
憲
は
こ
の
西
洋
人
の
言
葉
に
強
く
共
感
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

自
国
の
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
て
、
黄
遵
憲
は
西
洋
文
化
の
長
所
に
目
 
 

を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
孫
呉
未
だ
著
さ
ざ
る
書
」
と
い
 
 

う
表
現
を
使
う
こ
と
で
、
中
撰
の
伝
統
文
化
に
は
ま
だ
成
し
遂
げ
て
い
 
 

な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
を
認
め
、
謙
虚
な
態
度
を
示
し
た
。
自
国
に
は
 
 

足
り
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
を
異
文
化
か
ら
補
足
し
て
も
ら
う
必
要
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貴
通
憲
は
自
国
文
化
と
外
来
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
主
」
と
「
輔
」
 
 

と
を
わ
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
「
格
 
 

致
の
学
は
わ
が
国
の
固
有
物
で
は
な
く
、
謙
虚
に
学
ぷ
べ
き
だ
」
と
言
 
 
 

性
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
前
の
詩
に
出
て
き
た
「
読
墨
経
」
と
比
較
 
 

し
た
時
、
こ
れ
は
黄
適
意
の
一
つ
の
進
歩
で
あ
る
と
い
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
到
達
し
た
異
文
化
受
容
の
認
識
は
、
あ
く
ま
で
も
 
 

西
洋
の
実
用
的
な
科
学
技
術
の
導
入
に
限
ら
れ
て
い
る
。
黄
遵
憲
は
、
西
 
 

洋
の
学
は
人
々
を
互
い
に
競
争
さ
せ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
見
 
 

て
、
「
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
百
年
以
内
に
か
な
ら
ず
大
乱
が
起
き
 
 

（
1
7
）
 
 

る
と
思
う
。
」
と
言
っ
た
。
披
は
全
面
西
洋
化
を
主
張
す
る
人
で
は
な
 
 

い
。
披
は
中
国
の
伝
統
思
想
の
中
に
国
を
安
定
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
こ
 
 

と
を
強
調
し
て
い
る
。
披
は
儒
教
思
想
を
実
際
の
行
政
に
応
用
す
れ
ば
、
 
 

多
く
の
実
り
あ
る
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
儒
教
思
想
を
 
 

綱
と
し
て
国
を
治
め
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
彼
は
「
利
」
 
の
あ
る
と
こ
 
 

ろ
に
か
な
ら
ず
「
弊
」
が
伴
う
と
い
う
見
地
か
ら
日
本
の
社
会
を
論
じ
 
 

た
。
 
 

韓
子
は
「
墨
子
」
を
使
う
か
ら
そ
の
善
を
あ
げ
て
い
う
。
孟
子
は
 
 

「
墨
子
」
を
排
斥
す
る
か
ら
、
そ
の
弊
を
あ
げ
て
い
う
。
日
本
の
学
術
 
 

は
先
ず
「
儒
」
、
後
に
「
墨
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
は
そ
の
利
弊
を
 
 

（
ほ
）
 
 

総
じ
て
論
じ
る
。
 
 

こ
こ
で
黄
遵
憲
は
本
当
の
儒
学
は
有
用
な
も
の
で
あ
り
、
今
の
世
の
 
 

中
に
も
役
た
て
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
黄
適
意
は
儒
学
の
有
用
性
を
 
 

説
き
、
か
れ
の
思
っ
て
い
る
日
本
の
「
先
儒
後
墨
」
の
や
り
方
を
非
難
 
 

し
た
。
か
れ
の
説
に
は
牽
強
な
一
面
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
日
本
批
 
 

判
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
自
国
の
伝
統
思
想
の
有
用
性
を
説
き
、
中
華
思
 
 

想
か
ら
の
自
負
心
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
西
洋
文
化
の
実
用
的
な
部
分
 
 

を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
黄
適
意
は
異
文
化
対
応
に
お
い
て
非
常
に
 
 
 

う
。
し
か
し
、
彼
は
西
洋
の
学
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
役
割
し
か
果
 
 

た
せ
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
黄
遵
憲
は
「
披
（
西
洋
）
 
の
法
を
 
 

借
り
て
輔
と
し
、
中
国
の
才
能
と
智
恵
に
合
わ
せ
て
や
れ
ば
、
数
年
も
 
 

経
た
な
い
う
ち
に
、
彼
ら
を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
自
信
 
 

満
々
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
黄
遵
憲
は
、
明
治
日
本
が
西
洋
に
立
ち
 
 

後
れ
た
原
因
を
儒
学
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
強
く
反
発
し
た
。
 
 

披
は
『
日
本
国
志
・
学
術
志
一
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
断
言
し
た
。
 
 
 

唐
代
以
来
、
本
当
の
儒
教
は
日
本
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
入
っ
 
 

て
き
た
の
ほ
た
だ
「
辞
章
の
末
芸
、
心
性
の
空
談
」
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

ら
の
儒
教
の
末
流
は
、
実
際
に
は
役
に
立
た
な
い
も
の
ば
か
り
で
、
西
 
 

洋
の
「
船
堅
砲
利
」
 
の
攻
撃
を
防
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

46  



大
き
な
心
理
上
の
苦
闘
を
見
せ
た
。
か
れ
の
早
期
の
日
本
理
解
に
は
い
 
 

ろ
い
ろ
限
界
も
あ
っ
た
が
、
彼
の
異
文
化
受
容
の
序
幕
は
こ
こ
か
ら
始
 
 

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
『
人
境
盾
詩
革
」
巻
二
 
 

「
将
之
日
本
題
半
身
写
真
寄
渚
友
」
 
 

（
2
）
 
『
日
本
雑
事
詩
し
定
本
 
第
五
首
 
 

（
以
下
r
日
本
雑
事
詩
し
か
ら
引
用
し
た
詩
の
訳
は
 
実
藤
恵
秀
、
豊
 
 

田
穣
氏
訳
冒
本
雑
事
詩
」
平
凡
社
 
東
洋
文
庫
m
を
参
照
し
た
。
）
 
 

（
3
）
 
『
日
本
雑
事
詩
』
三
河
石
川
英
抜
 
 

（
4
）
 
G
．
B
．
サ
ン
ソ
ム
 
r
西
欧
世
界
と
日
本
」
下
一
二
三
頁
 
筑
摩
叢
書
 
 

（
5
）
 
「
日
本
雑
事
詩
」
定
本
 
第
五
十
四
首
自
注
 
 

（
6
）
 
『
墨
子
』
下
七
一
八
東
 
新
釈
漢
文
大
系
5
1
 
明
治
書
院
 
 

（
7
）
 
『
日
本
国
志
」
巻
三
十
三
 
「
学
制
」
 
 

（
8
）
 
こ
の
第
五
十
四
首
の
詩
に
つ
い
て
、
貴
通
意
の
長
い
自
注
が
あ
る
。
原
 
 
 

文
の
「
凡
彼
之
精
微
、
皆
不
能
出
吾
書
」
を
、
．
東
洋
文
庫
1
1
1
冒
本
雑
事
 
 

詩
』
八
九
真
に
は
、
「
お
よ
そ
、
西
洋
の
精
微
な
も
の
は
、
み
な
わ
が
国
 
 

の
書
か
ら
出
た
と
は
い
え
な
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
中
国
語
の
「
出
」
は
 
 

こ
こ
で
「
離
れ
る
」
、
「
超
え
る
」
の
意
味
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
 
 

※
本
稿
使
用
テ
キ
ス
ト
 
 

『
人
境
盛
詩
学
』
 
上
海
古
籍
出
版
社
 
 

「
日
本
雑
事
詩
』
 
湖
南
人
民
出
版
社
 
 

『
日
本
国
志
』
 
 
台
湾
・
文
梅
出
版
社
 
 

る
と
、
「
お
よ
そ
、
西
洋
の
精
微
な
も
の
は
、
み
な
わ
が
国
の
書
か
ら
離
 
 

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
言
糞
は
、
 
 

当
時
の
貴
通
憲
の
思
想
を
究
明
す
る
に
は
、
と
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

彼
は
す
べ
て
の
学
問
が
中
華
の
書
の
申
に
入
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
 
 

ら
、
「
知
ら
ず
、
尽
く
是
東
来
の
法
た
る
を
」
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
9
）
 
『
日
本
国
志
」
 
八
〇
九
寅
 
 

（
1
0
）
 
詳
し
い
こ
と
は
、
東
洋
文
庫
m
冒
本
雑
事
詩
」
 
八
六
貢
を
参
照
 
 

（
1
1
）
 
帝
土
典
子
氏
r
貴
通
憲
と
変
法
論
』
（
論
集
「
近
代
中
国
研
究
」
八
二
 
 

頁
）
 
 

（
1
2
）
 
『
日
本
雑
事
詩
」
定
本
 
第
五
四
首
自
注
 
 

（
1
3
）
 
『
日
本
国
志
J
「
学
術
志
」
巻
三
十
二
 
八
〇
八
東
 
 

（
1
4
）
 
『
日
本
雑
事
詩
し
定
本
 
第
五
五
首
 
 

（
1
5
）
 
『
日
本
雑
事
詩
L
定
本
 
第
五
五
首
自
注
 
 

（
1
6
）
 
『
日
本
雑
事
詩
」
定
本
 
第
五
七
首
 
 

（
1
7
）
 
『
日
本
国
志
」
 
七
八
八
頁
 
 

（
1
8
）
 
『
日
本
国
志
」
 
七
八
九
頁
 
 

〓
九
八
一
年
版
）
 
 

（
一
九
八
一
年
版
）
 
 
 

（
民
国
七
十
年
版
）
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