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こ
の
上
書
の
前
文
は
、
旧
制
の
兵
備
に
頼
る
清
国
が
英
国
軍
隊
に
敗
北
し
た
阿
片
戦
争
を
例
に
引
き
、
近
代
的
な
火
術
の
優
秀
さ

を
説
く
た
め
と
は
い
え
、
秋
帆
の
性
格
か
ら
か
筆
が
走
り
、
伝
統
的
な
和
流
砲
術
を
し
て
、
西
洋
で
は
数
百
年
前
に
廃
棄
し
た
遅
鈍

の
技
で
あ
り
、
荒
唐
無
稽
の
華
法
を
以
て
門
戸
を
立
て
互
い
に
競
い
合
っ
て
い
る
と
酷
評
し
て
、
「
本
邦
玉
砲
礫
の
類
も
種
々
秘
法

と
仕
り
候
業
な
ど
御
座
候
え
ど
も
、
と
て
も
ボ
ン
ベ
ン
な
ど
の
烈
し
き
業
に
及
び
候
義
は
こ
れ
無
く
哉
と
存
じ
奉
り
候
。
余
は
御
賢

察
あ
り
な
さ
る
べ
く
候
」
と
高
島
流
砲
術
の
優
位
性
を
誇
示
す
る
あ
ま
り
、
後
段
に
な
る
と
長
崎
の
地
役
人
は
結
構
な
役
料
を
与
え

ら
れ
て
い
な
が
ら
安
逸
な
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
と
非
難
し
、
彼
ら
に
武
芸
の
稽
古
を
励
む
よ
う
仰
せ
付
け
て
欲
し
い
と
訴
え
て
い

る
0

し
か
し
、
秋
帆
が
天
保
十
一
年
九
月
に
長
崎
奉
行
田
口
加
賀
守
に
提
出
し
た
上
申
書
を
以
て
、
西
洋
兵
学
導
入
に
よ
る
軍
制
の
改

革
を
提
言
と
す
る
の
は
、
少
し
買
い
か
ぶ
り
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
か
ら
天
保
上
書
と
も
称
せ
ら
れ
て
き
た

秋
帆
の
提
言
は
、
多
く
の
伝
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
勝
海
舟
の
『
陸
軍
歴
史
』
上
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
容
易
に
利
用

天
保
十
二
年
五
月
七
日
を
以
て
日
本
の
兵
制
改
革
の
端
緒
と
す
る
大
方
の
見
方
は
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
た
徳
丸
原
の
演
練
が
成
功

裏
に
終
え
た
と
見
る
こ
と
に
よ
る
。
確
か
に
そ
の
後
に
於
け
る
西
洋
兵
学
の
着
実
な
展
開
を
見
れ
ば
、
秋
帆
が
投
じ
た
イ
ン
パ
ク
ト

は
確
実
に
波
紋
を
拡
げ
、
そ
の
大
き
な
潮
流
が
兵
制
の
近
代
化
を
促
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
云
え
ば
、

徳
丸
原
の
演
練
は
成
功
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

で
き
る
。

然
る
と
こ
ろ
地
役
人
共
の
内
に
は
、
結
構
御
役
料
頂
戴
仕
り
候
者
ど
も
少
な
か
ら
ず
候
間
、
右
の
者
へ
平
日
武
芸
な
ど
相
励
み

候
よ
う
仰
せ
付
け
置
か
れ
、
非
常
の
節
は
夫
々
手
割
り
に
割
り
込
み
候
よ
う
御
座
候
は
ざ
、
御
奉
行
所
御
手
伝
い
も
か
な
り
に

惚
丸
原
に
＃
け
６
＃
式
閥
縦
の
評
Ⅲ

所
荘

吉
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こ
れ
で
は
井
上
左
太
夫
な
ら
ず
と
も
和
流
砲
術
家
の
反
発
を
招
く
の
も
無
理
は
な
い
し
、
同
役
の
長
崎
町
役
人
か
ら
余
計
な
お
節

介
だ
と
心
よ
か
ら
ず
思
わ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
の
結
び
と
し
て
、
和
流
砲
術
を
廃
し
て
高
島
流
を
採
用
す
る
こ
と
、
併
せ
て
モ
ル
チ
ー
ル
筒
を
購
入
し
て
欲
し
い
と
述
べ
て
い

る
が
、
実
演
の
た
め
江
戸
に
呼
ば
れ
る
こ
と
ま
で
は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。

砲
術
の
儀
は
護
国
第
一
の
武
備
に
御
座
候
間
、
揮
り
な
が
ら
御
大
方
高
貴
の
御
方
並
び
に
御
火
砲
家
の
御
明
鑑
を
以
て
理
非
を

御
取
り
捨
て
遊
ば
し
な
さ
れ
、
普
く
天
下
の
火
砲
一
変
仕
る
実
技
に
相
定
め
候
よ
う
御
座
候
は
ば
、
吾
が
邦
の
武
威
い
よ
い
よ

光
揚
仕
り
、
御
治
世
永
久
の
吉
瑞
と
千
万
有
り
難
く
存
じ
奉
り
候
。
何
卒
モ
ル
チ
ー
ル
筒
並
び
に
近
来
発
明
の
心
得
も
こ
れ
有

り
候
に
付
き
、
こ
れ
ら
は
き
っ
と
御
備
え
に
も
相
成
り
申
す
べ
く
存
じ
奉
り
候
間
、
江
戸
表
御
備
え
な
ど
に
成
し
置
か
れ
候
て

は
、
如
何
あ
る
べ
く
御
座
候
や
、
且
つ
ま
た
諸
国
海
岸
の
御
備
え
向
き
、
長
崎
表
御
両
家
御
備
え
の
様
子
に
て
ほ
ぼ
推
量
仕
り
、

満
腹
の
愚
意
御
座
候
え
ど
も
余
り
恐
れ
入
り
存
じ
奉
り
候
間
、
こ
れ
の
み
に
て
黙
止
仕
り
候
、
樟
り
な
が
ら
も
し
御
受
用
下
し

置
か
れ
候
は
ば
望
外
に
感
侃
奉
り
候
。

（
塩
田
順
篭
『
海
防
彙
議
補
』
巻
十
三
）

秋
帆
と
踞
懇
で
あ
っ
た
長
崎
奉
行
田
口
甲
斐
守
を
経
由
し
た
秋
帆
の
上
書
は
、
大
目
付
鳥
居
耀
蔵
が
老
中
の
諮
問
に
応
え
て
、
天

保
二
年
一
二
月
に
「
火
砲
は
元
来
蛮
国
伝
来
の
器
に
候
え
ば
、
追
々
発
明
の
術
こ
れ
あ
る
哉
も
計
り
が
た
く
候
に
付
き
、
万
一
諸

家
家
来
え
の
み
伝
法
相
成
り
候
よ
う
に
て
も
如
何
御
座
候
間
、
専
門
の
義
に
付
き
、
井
上
左
太
夫
・
田
付
四
郎
兵
衛
そ
の
ほ
か
諸
組

与
力
の
う
ち
、
砲
術
師
範
仕
り
候
者
え
見
分
仰
せ
付
け
ら
れ
、
格
別
便
利
の
器
に
候
は
宮
、
銘
々
家
伝
の
ほ
か
修
行
も
仕
り
候
て
し

か
る
べ
き
哉
に
付
き
、
何
れ
右
器
は
御
取
寄
せ
の
方
と
存
じ
奉
り
候
」
と
答
申
し
た
こ
と
か
ら
、
徳
丸
原
の
演
練
が
実
現
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
秋
帆
を
江
戸
に
招
い
た
の
は
開
明
派
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
依
る
の
で
な
く
、
烏
居
耀
蔵
の
意
見
に
従
っ
た
も
の

で
あ
る
と
は
い
え
、
彼
の
姿
勢
は
も
と
も
と
「
火
砲
の
利
を
頼
み
繕
の
地
役
人
を
指
揮
仕
り
候
く
ら
い
の
義
を
一
方
の
御
備
え
と
存

人
数
相
備
え
申
す
べ
く
哉
、
樟
り
な
が
ら
篤
と
御
検
察
在
り
な
さ
れ
候
よ
う
仕
り
度
く
存
じ
奉
り
候
。

（
塩
田
順
蓄
『
海
防
彙
議
補
』
巻
十
三
）

）
、
同
役
の
長
崎
町
役
人
か
ら
余
計
な
お
節
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じ
候
義
は
、
元
微
賎
の
も
の
福
小
の
識
見
よ
り
出
る
と
こ
ろ
に
て
一
切
御
採
用
に
は
相
成
ら
ず
候
」
と
、
洋
式
火
術
が
優
れ
て
い
た

と
し
て
も
既
存
の
和
流
砲
術
家
の
参
考
に
す
る
方
針
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
秋
帆
を
召
し
抱
え
る
考
え
は
な
か
っ
た
と
い
う
か
、
文

面
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
秋
帆
に
好
意
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
鳥
井
の
意
を
汲
ん
で
か
、
演
習
の
見
分
役
を
務
め
た
井
上
左
太
夫
が
直
後
に
提
出
し
た
報
告
書
で
は
、
井
上
流
砲
術
と
の
比

較
に
絞
っ
た
見
方
で
あ
る
た
め
評
価
は
ど
う
し
て
も
厳
し
く
な
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
個
人
攻
撃
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
翌
六
月
の
、
「
こ
の
度
徳
丸
原
に
於
い
て
長
崎
町
年
寄
高
島
四
郎
太
夫
火
術
試
し
打
ち
仰
せ
付
け
ら
れ
候
と
こ
ろ
、
同
人
業

前
筒
そ
の
ほ
か
御
用
立
有
無
の
義
申
し
上
ぐ
べ
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
左
に
申
し
上
げ
奉
り
候
」
に
記
さ
れ
た
高
島
流
採
用
の
可
否
に
つ

い
て
の
答
書
に
な
る
と
、
か
な
り
感
情
的
な
筆
致
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

（
前
略
）
同
人
流
儀
を
高
島
流
と
唱
へ
、
蘭
語
を
用
い
候
事
一
通
り
な
ら
ざ
る
義
と
存
じ
奉
り
候
間
、
堅
く
御
差
し
留
め
仰
せ

渡
さ
れ
候
方
し
か
る
べ
き
哉
と
存
じ
奉
り
候
。
同
人
事
、
御
当
地
え
着
く
間
も
こ
れ
な
く
数
十
人
門
弟
も
出
来
候
は
、
と
か
く

新
奇
を
好
み
候
よ
う
に
成
り
行
き
、
そ
の
う
え
砲
術
家
業
の
者
共
業
前
の
儀
か
れ
こ
れ
と
批
判
候
を
、
俗
に
申
す
職
敵
に
て
悪

し
く
申
す
よ
う
に
相
聞
け
申
す
べ
き
哉
も
計
り
難
く
存
じ
奉
り
候
。
前
書
の
通
り
見
分
仰
せ
付
け
ら
れ
候
は
ざ
、
素
人
の
惑
を

解
き
、
そ
の
う
え
御
手
厚
き
御
武
備
の
程
も
顯
れ
申
す
べ
く
存
じ
奉
り
候
。
そ
の
ほ
か
数
玉
焼
玉
馬
上
砲
の
業
に
至
る
ま
で
猛

烈
に
こ
れ
な
く
、
御
立
用
に
は
相
成
り
難
く
、
御
用
立
申
せ
ざ
る
品
に
御
座
候
。

前
書
の
う
ち
、
モ
ル
チ
ー
ル
筒
並
び
に
ホ
ー
イ
ッ
ス
ル
筒
こ
の
度
上
納
等
仰
せ
付
け
ら
れ
候
は
宮
、
先
年
蘭
製
の
筒
、
田
安
よ

り
上
納
仕
り
候
先
例
も
御
座
候
に
付
き
、
業
前
工
夫
仕
り
候
へ
ば
、
御
用
に
も
相
立
ち
申
す
べ
く
候
、
そ
の
ほ
か
の
筒
並
び
に

同
人
業
前
と
も
一
切
御
用
に
立
ち
申
す
ま
じ
く
存
じ
奉
り
候
。

右
の
通
り
田
付
四
郎
兵
衛
へ
相
談
の
上
、
こ
の
段
申
し
上
げ
候
。
以
上

丑
六
月

井
上
左
太
夫

こ
の
答
申
を
受
け
た
結
果
が
、
臼
砲
と
忽
砲
の
二
門
の
買
い
上
げ
と
な
っ
た
も
の
で
、
既
に
前
年
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
方
針
通
り
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に
打
ち
消
え
も
間
々
あ
る
事
な
れ
ば
、
強
い
て
誹
誇
す
る
に
は
あ
ら
ね
ど
、
お
の
ず
か
ら
こ
れ
ら
も
巧
拙
精
粗
よ
り
生
ず
る
所
な
り
。

モ
ル
チ
ー
ル
筒
は
ホ
ー
イ
ッ
ス
ル
筒
並
び
に
車
臺
な
ど
は
、
物
の
隙
よ
り
窺
い
見
し
な
れ
ば
委
し
き
論
に
及
び
が
た
け
れ
ど
、
銅

色
な
ど
普
通
の
鋳
筒
の
よ
う
に
見
ゆ
、
さ
れ
ど
銅
合
せ
な
ど
は
鍛
錬
の
邦
な
れ
ば
定
め
て
精
巧
な
る
べ
し
。
尤
も
寸
尺
の
長
短
、
目

方
の
軽
重
な
ど
は
各
々
伝
来
に
随
い
強
弱
利
不
利
あ
れ
ど
、
畢
寛
は
そ
の
玉
目
の
分
量
に
応
じ
お
の
ず
か
ら
寸
尺
を
割
出
す
べ
き
法

を
だ
に
弁
え
い
る
は
、
さ
ま
で
格
別
の
得
失
あ
る
べ
か
ら
ず
。
勿
論
す
べ
て
そ
の
筒
の
軽
重
長
短
強
弱
に
応
じ
、
発
薬
の
強
弱
も
お

の
ず
か
ら
生
れ
出
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
こ
の
軽
重
長
短
の
度
量
を
分
明
に
す
る
は
、
即
ち
そ
の
技
術
の
巧
拙
に
よ
る
事
な
り
。
さ
れ

ば
こ
の
道
の
大
根
元
に
て
、
假
令
そ
の
筒
の
過
不
足
を
明
察
に
し
、
そ
の
分
量
相
応
の
業
向
き
を
取
り
合
せ
て
可
な
り
に
も
用
弁
す

る
を
上
手
巧
者
と
も
唱
う
べ
き
な
り
。
景
徳
が
鑑
定
に
は
、
彼
が
不
用
は
不
足
の
筒
と
見
へ
た
り
。
さ
て
、
ま
た
車
臺
の
事
は
利
害

品
々
あ
り
。
異
邦
は
勿
論
、
御
国
に
も
稀
に
機
巧
を
加
え
秘
事
秘
具
と
唱
え
て
伝
る
と
も
多
け
れ
ど
、
皆
一
得
一
失
に
て
、
一
貫
し

て
良
法
と
も
究
め
が
た
し
、
先
ず
車
臺
の
利
益
を
言
わ
ば
、
玉
と
の
大
砲
運
転
自
在
に
僅
か
の
人
夫
を
以
て
押
し
行
き
、
業
前
の
旋

転
も
自
在
に
前
後
左
右
高
下
す
る
に
至
っ
て
は
、
最
上
無
双
の
要
器
な
が
ら
ま
た
損
害
を
言
わ
ば
狭
地
嶮
岨
或
は
海
濱
の
砂
場
溪
澗

の
泥
路
な
ど
に
至
り
て
は
、
通
行
に
も
演
技
に
も
車
臺
は
甚
だ
不
便
な
り
。
迅
速
応
変
の
期
に
至
り
、
進
退
途
を
失
い
皆
無
の
失
を

生
ず
べ
き
は
、
眼
前
に
て
化
粧
前
に
て
は
心
付
け
も
あ
り
ま
し
け
れ
ど
、
肝
要
の
事
実
に
当
ら
ば
車
臺
の
損
害
、
差
に
て
始
め
て
発

明
す
べ
し
。
さ
れ
ば
我
が
荻
野
伝
に
て
は
こ
れ
ら
の
得
失
を
先
師
も
深
く
勘
案
し
て
車
臺
は
用
い
ず
、
別
に
要
用
の
器
械
を
工
夫
製

造
し
へ
守
城
行
軍
平
野
は
勿
論
、
狭
地
嶮
岨
砂
場
泥
路
如
何
な
る
難
所
に
て
も
進
退
自
在
に
用
弁
す
る
を
最
第
一
に
教
え
伝
え
た
り
。

さ
れ
ば
平
野
の
常
体
に
て
は
却
て
車
臺
に
劣
り
た
る
事
も
あ
る
く
け
れ
ど
、
事
實
の
難
所
に
臨
み
し
は
勝
れ
て
利
益
多
し
。
彼
是
れ

を
参
考
し
て
車
仕
掛
け
は
用
い
ざ
る
伝
法
さ
も
あ
る
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
な
お
、
ま
た
景
徳
は
夫
を
も
偏
固
と
見
て
、
車
臺
も
時
に

取
っ
て
の
要
用
何
ほ
ど
も
あ
る
く
け
れ
ば
、
こ
れ
も
捨
て
置
か
ず
用
い
て
大
益
の
時
あ
り
と
決
定
し
ぬ
。
さ
れ
ど
四
郎
太
夫
が
ホ
ウ

イ
ッ
ッ
ス
ル
筒
の
車
臺
な
ど
は
殊
に
無
益
と
思
う
な
り
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
十
貢
目
玉
未
満
の
筒
を
広
大
の
車
に
仕
掛
け
、
そ
の

形
粧
、
た
だ
常
人
の
目
を
驚
か
す
ま
で
に
て
、
莫
大
の
費
用
推
量
す
る
に
余
れ
り
。
彼
の
異
邦
の
人
か
よ
う
の
奇
巧
を
製
し
、
人
心
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漢
土
の
古
言
よ
り
出
て
、
多
く
は
五
伍
の
数
に
配
当
し
、
或
は
鉾
矢
・
雁
行
・
魚
鱗
又
は
從
北
後
殿
な
ど
と
唱
え
、
数
隊
組
合
す
る

事
、
お
お
よ
そ
和
漢
に
も
同
じ
法
な
る
を
、
彼
の
西
洋
流
に
て
は
そ
れ
ら
の
数
に
て
も
構
わ
ず
、
人
間
の
歩
数
に
も
拘
わ
ら
ず
、
只

葭
蘆
の
土
に
立
ち
し
如
く
迫
立
し
、
塵
の
指
揮
に
任
せ
て
只
一
斉
に
発
機
し
、
こ
の
玉
継
ぎ
の
間
え
は
大
筒
を
組
合
せ
補
助
す
る
も
、

時
・
所
・
位
に
随
て
一
種
の
良
法
に
て
、
随
分
用
い
て
も
然
る
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
れ
も
ま
た
、
こ
の
法
と
限
り
て
は
偏
固
管

見
な
り
。
こ
の
備
打
ち
の
筒
、
玉
目
は
七
八
匁
あ
り
と
聞
き
及
ぶ
。
三
匁
五
分
筒
に
は
勝
る
業
も
あ
る
く
け
れ
ど
、
火
打
ち
仕
掛
け

に
て
目
当
も
慥
な
ら
ぬ
は
極
て
目
当
の
中
り
は
細
密
の
業
で
き
が
た
し
。
玉
継
ぎ
は
口
薬
火
繩
な
ど
を
用
い
ざ
れ
ば
、
少
し
手
早
く

も
あ
れ
ど
敵
を
覗
打
ち
撰
打
ち
す
る
な
ど
は
極
め
て
粗
漏
な
り
。
か
つ
、
筒
先
へ
鋒
を
仕
付
け
た
る
を
働
き
前
に
抜
き
取
り
、
ま
た

終
わ
っ
て
始
の
如
く
仕
付
け
た
り
す
る
は
い
か
な
る
訳
に
や
あ
ら
ん
。
何
れ
に
も
彼
國
の
風
俗
、
か
よ
う
な
る
巧
を
し
て
人
目
を
驚

か
す
は
彼
が
常
の
事
な
り
。
こ
れ
式
の
鋒
を
以
て
武
用
を
弁
ず
る
器
物
と
す
る
は
、
殊
更
に
お
こ
が
ま
し
と
云
え
じ
。
本
朝
の
武
士

魂
を
以
て
考
う
れ
ば
、
彼
が
偏
る
虎
の
劔
た
り
し
は
日
本
の
刺
し
身
包
丁
に
も
劣
れ
る
も
の
な
る
を
、
況
ん
や
人
骨
な
ど
割
断
つ
は

思
い
も
寄
ら
ぬ
物
な
り
。
ま
し
て
こ
の
鋒
な
ど
は
、
忍
び
返
し
の
釘
も
劣
る
べ
き
を
、
い
か
に
彼
が
法
、
彼
か
器
械
を
信
用
す
れ
ば

と
て
、
翫
物
と
ひ
と
し
き
物
を
日
本
の
地
に
入
る
さ
え
稔
ら
は
し
き
に
、
鉄
砲
は
鉄
砲
の
用
を
弁
じ
、
劔
は
劔
、
鎗
は
鎗
、
各
々
そ

の
用
異
に
し
て
打
ち
任
す
る
所
あ
れ
ば
な
り
。
鉄
砲
を
携
え
出
し
た
ら
ん
人
は
、
鎗
の
入
る
べ
き
手
詰
め
に
至
り
、
玉
薬
込
替
え
の

透
間
も
な
く
発
機
な
し
が
た
け
れ
ば
、
即
ち
携
え
し
銃
砲
を
以
て
敵
人
を
突
き
殺
す
べ
き
は
な
し
、
殴
き
殺
す
べ
き
は
勿
論
の
事
に

て
、
こ
は
荻
野
流
の
伝
に
も
た
画
き
殺
す
は
嚴
重
に
教
示
す
る
処
な
り
。
彼
こ
れ
を
以
て
考
う
れ
ば
、
彼
が
法
は
只
常
人
を
た
ぶ
ら

か
す
の
み
の
業
多
し
。
然
れ
ど
も
至
っ
て
手
詰
め
の
場
合
、
稲
麻
竹
葦
の
敵
中
え
筒
先
を
押
当
て
、
一
斉
に
発
出
せ
ば
勝
利
必
定
と

見
究
め
た
る
時
な
ど
、
こ
の
法
も
亦
大
に
便
利
勝
れ
た
る
処
も
あ
る
く
け
れ
ば
、
一
得
一
失
と
見
て
然
る
べ
き
に
や
、
勿
論
和
流
に

も
狭
地
な
ど
唱
え
、
至
っ
て
嶮
岨
に
て
は
数
人
相
互
に
一
足
抜
き
に
入
代
り
入
代
り
打
ち
出
す
業
は
あ
れ
ど
、
平
場
通
例
に
て
は
人

間
ま
た
人
間
と
言
っ
て
、
人
と
人
の
間
も
ま
た
一
人
だ
け
明
け
て
立
る
を
、
お
お
よ
そ
備
立
て
の
度
に
す
る
所
な
り
。
こ
れ
は
働
前

相
互
に
差
し
障
り
な
き
為
に
し
、
殊
に
は
彼
の
西
洋
流
の
如
き
一
斉
の
発
機
に
逢
た
る
時
、
的
に
な
り
て
將
棊
倒
し
を
避
け
る
べ
き
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野
戦
筒
と
呼
び
て
備
打
ち
の
左
右
中
央
に
車
臺
に
仕
掛
け
押
出
し
、
小
筒
の
玉
継
ぎ
を
助
け
る
打
ち
方
を
致
せ
し
は
、
勿
論
然
る

べ
き
事
な
れ
ど
、
こ
れ
も
珍
ら
し
と
す
る
に
足
ら
ぬ
事
に
て
、
諸
流
と
も
に
彼
が
教
を
待
ほ
ど
の
事
に
は
あ
ら
ず
。

但
し
、
こ
れ
式
の
筒
を
車
臺
に
せ
し
は
、
い
よ
い
よ
無
益
と
思
う
事
な
り
。

お
よ
そ
大
筒
・
小
筒
の
業
向
き
何
れ
も
堅
城
堅
陣
、
或
は
来
舶
の
漂
う
を
も
細
や
か
に
覗
打
ち
し
、
或
は
十
町
二
十
町
の
遠
方
を
も

思
い
の
ま
Ｌ
に
打
ち
抜
き
打
ち
破
る
を
鉄
砲
の
上
の
専
要
に
て
、
こ
の
業
向
き
を
常
に
心
に
掛
け
、
か
つ
、
打
ち
試
し
て
だ
に
十
に

二
三
も
得
る
事
至
っ
て
難
き
大
業
な
れ
ば
、
只
こ
の
玉
業
の
強
き
と
、
中
り
の
細
密
と
の
二
シ
を
切
蹉
琢
磨
す
べ
き
は
言
う
ま
で
も

な
き
事
な
る
を
、
今
度
四
郎
太
夫
が
徳
丸
の
原
に
て
見
分
を
も
受
た
る
業
前
に
、
何
ら
の
目
当
堅
物
な
ど
え
打
ち
当
て
打
ち
抜
き
し

業
向
き
を
一
放
に
て
も
見
分
に
入
ざ
る
は
い
か
な
る
事
に
や
。
モ
ル
チ
ー
ル
筒
そ
の
他
に
て
八
九
時
を
打
ち
た
る
は
高
矢
倉
を
用
い
、

為
に
、
透
間
を
定
め
て
組
合
せ
る
な
り
。
然
れ
ば
彼
酎

も
あ
る
べ
く
な
れ
ば
、
強
て
殴
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

髪
に
は
漏
ら
し
つ
。

附
言

小
筒
三
匁
五
分
玉
を
普
通
の
持
筒
と
し
、
諸
組
同
心
な
ど
全
て
渡
さ
せ
ら
る
団
も
皆
同
じ
筒
な
り
。
至
っ
て
軽
便
に
て

自
在
に
取
廻
し
も
よ
け
れ
ど
、
堅
実
要
用
の
業
に
至
っ
て
は
不
足
と
い
う
べ
し
。
僅
か
の
事
に
て
六
七
匁
玉
以
上
十
匁
玉
筒
な

ら
ん
に
は
、
い
か
な
る
堅
物
も
打
ち
抜
き
強
勢
の
業
前
な
れ
ば
、
願
く
ば
連
々
世
上
の
小
筒
も
十
匁
筒
に
な
し
度
も
の
と
多
年

心
底
に
思
い
続
け
た
り
。
せ
め
て
は
諸
組
の
与
力
ば
か
り
も
是
非
十
匁
玉
を
打
つ
事
に
さ
せ
ま
ほ
し
き
事
な
り
。
京
大
坂
の
諸

組
与
力
は
十
匁
玉
を
打
つ
事
を
先
前
よ
り
仕
来
た
り
。
こ
れ
は
騎
馬
以
上
の
侍
は
小
筒
は
用
い
ず
、
十
匁
已
上
を
打
つ
事
な
り

と
心
得
お
る
な
り
。
こ
の
訳
は
、
小
筒
は
足
軽
鉄
砲
と
唱
え
、
十
匁
目
筒
は
侍
鉄
砲
と
唱
え
来
れ
ば
な
り
。
お
よ
そ
十
匁
目
玉

筒
を
持
合
せ
十
分
の
強
薬
に
て
発
出
せ
ば
三
五
十
目
或
は
百
目
玉
筒
の
抱
打
ち
な
ど
不
釣
合
の
弱
薬
に
て
打
出
す
よ
り
遥
に
業

向
き
相
倍
し
て
実
用
を
弁
ず
る
事
な
り
。
ま
た
時
に
取
っ
て
の
用
法
に
小
業
な
れ
ど
、
火
箭
を
製
し
打
ち
出
す
も
ま
た
一
小
利

用
に
て
可
な
り
に
も
火
攻
の
用
を
も
兼
用
す
る
な
り
。
尤
も
堅
物
打
ち
抜
き
試
し
の
論
は
、
な
お
別
に
論
弁
せ
し
害
も
あ
れ
ば

然
れ
ば
彼
が
法
、
今
打
ち
任
せ
て
採
用
か
ほ
ど
の
益
は
な
け
れ
ど
、
ま
た
用
う
べ
き
場
所

－11－
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筆
シ
テ
用
ラ
レ
ス
ト
錐
人
皆
西
洋
火
術
ノ
精
妙
ナ
ル
ヲ
知
テ
従
学
ス
ル
者
亦
多
シ
今
謨
示
底
児
忽
微
斯
児
天
雷
石
榴
弾
等
打
放

製
造
ノ
法
ノ
我
一
一
關
ケ
タ
ル
ハ
実
二
秋
帆
カ
カ
ナ
リ

（
塩
田
順
蓄
編
『
海
防
彙
議
補
』
巻
十
三
）

勝
海
舟
が
『
陸
軍
歴
史
』
に
お
い
て
、
「
高
島
氏
の
洋
式
銃
法
を
上
言
せ
し
も
、
当
時
監
察
の
評
議
は
迂
拘
の
腐
論
を
主
張
し
以

て
濱
斥
せ
り
、
況
や
従
前
の
砲
家
者
流
な
る
者
は
其
己
れ
に
異
な
る
を
嫉
み
、
百
方
妨
礦
し
て
排
除
せ
ん
と
す
る
は
催
む
に
足
る
な

き
な
り
。
然
り
と
錐
も
開
進
自
然
の
気
運
は
到
底
止
む
可
ら
ず
、
癸
丑
の
後
上
下
始
て
大
に
悟
る
所
あ
り
て
大
船
製
造
の
禁
を
解
き
、

又
西
洋
の
銃
法
を
も
盛
に
採
用
す
る
に
及
び
、
愈
彼
を
知
り
己
れ
を
知
る
の
急
務
な
る
を
了
会
し
、
漸
々
海
陸
文
明
の
利
器
を
購
入

し
、
以
て
我
が
彊
禦
を
固
く
す
る
の
端
緒
を
開
き
た
り
。
是
れ
高
島
氏
先
鞭
の
功
と
謂
て
可
な
り
。
」
と
述
べ
た
て
い
る
の
が
、
正

鵠
を
得
た
評
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
要
約
し
て
み
る
。

こ
の
ペ
リ
ー
来
航
は
、
わ
が
国
最
初
の
西
洋
技
術
導
入
で
あ
る
鉄
砲
の
伝
来
以
来
、
長
い
鎖
国
を
打
ち
破
っ
た
幕
府
や
諸
藩
が
、

西
洋
科
学
技
術
導
入
を
真
剣
に
検
討
し
始
め
る
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
頃
、
一
九
才
の
太
郎
左
衛
門
は
幕
臣
の
子
弟
と
し
て
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
前
述
し
た
様
に
、

恐
ら
く
昌
平
坂
学
問
所
（
図
一
、
二
）
に
於
い
て
文
義
を
究
め
、
試
験
に
合
格
し
て
、
安
政
三
年
九
月
一
○
日
に
箱
館
奉
行
所
江
戸

御
役
所
書
物
御
用
出
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
翌
同
四
年
五
月
に
は
長
崎
に
於
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
海
軍
伝
習
を
仰
せ
付
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
末
留
学
生

澤
太
郎
左
衛
門
０
軌
跡

八
二
〕

嘉
永
六
年
（
’
八
五
三
）
六
月
三
日
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
蛙

日
生
ま
れ
）
が
満
一
九
才
の
誕
生
日
を
迎
え
る
前
日
で
あ
っ
た
。

三
幕
末
の
武
士
の
教
育
と
生
活
ｌ
特
に
学
校
教
育
し

（
三
）
江
戸
に
お
け
る
学
校
教
育
と
西
洋
科
学
技
術
導
入

こ
の
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
派
遣
さ
れ
る
前
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
『
赤
松
則
良
半
生
談
』
の
長
崎
「
海
軍
伝
習
」
御
用
の
項
に

此
第
一
回
の
伝
習
生
は
、
幕
臣
三
十
七
名
、
外
に
大
工
職
二
名
、
諸
藩
の
有
志
者
二
十
九
名
（
鹿
児
島
藩
十
六
名
、
熊
本
藩

五
名
、
福
岡
藩
二
十
八
名
、
佐
賀
藩
四
十
八
名
、
萩
藩
一
十
五
名
、
津
藩
十
二
名
、
掛
川
藩
一
名
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
下
士

以
下
は
永
井
玄
蕃
頭
の
建
議
で
、
豊
太
閤
朝
鮮
征
伐
以
来
の
由
緒
あ
る
、
讃
岐
国
鍵
飽
島
の
壮
年
者
か
ら
之
を
選
抜
し
た
。

に
え

伝
習
生
の
幕
臣
三
七
名
中
、
矢
田
堀
景
蔵
（
小
十
人
贄
善
衛
門
組
）
・
勝
麟
太
郎
（
小
普
請
組
奥
田
主
馬
支
配
、
後
伯
爵
勝

安
房
）
・
永
持
享
次
郎
（
鉦
罐
匪
伊
）
の
三
名
は
．
船
総
督
の
心
得
を
以
て
船
の
製
作
運
転
並
大
砲
打
方
其
他
研
究
可
し
致

ｌ
特
に
学
校
教
育
と
砲
術
に
つ
い
て
Ｉ

ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
日
は
、
澤
太
郎
左
衛
門
（
天
保
六
年
（
’
八
三
四
）
六
月
四

霜
礼
次
郎
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な
お

尚
蕃
書
調
所
に
居
っ
た
者
で
は
、
荒
井
・
設
楽
・
赤
松
三
人
の
外
に
、
畠
山
邦
之
助
・
中
山
一
助
・
川
上
万
之
丞
も
亦
伝
習

生
と
な
っ
て
、
後
か
ら
来
た
の
で
長
崎
で
出
会
っ
た
。
此
三
人
は
御
小
姓
組
で
御
目
見
以
上
の
身
分
だ
か
ら
、
私
達
と
は
其
格

ろ
く

が
大
分
に
違
っ
て
ゐ
る
の
で
、
和
蘭
語
は
腺
に
出
来
な
か
っ
た
が
、
其
態
度
は
騎
慢
な
の
で
、
私
達
は
敬
遠
し
て
余
り
近
寄
り

も
し
な
か
っ
た
が
、
彼
等
は
御
小
姓
組
か
ら
伝
習
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
内
田
恒
次
郎
は
小
普
請
万
年
千
秋

（
明
治
に
入
っ
て
陸
軍
中
佐
に
進
み
、
軍
伍
を
退
い
て
沼
津
に
退
隠
し
た
）
の
弟
で
、
此
時
は
未
だ
万
年
姓
で
あ
っ
た
が
、
二

さ
き

一
、
二
歳
で
も
あ
っ
た
ら
う
か
、
雲
に
述
べ
た
通
り
一
八
、
九
歳
で
学
問
所
の
諮
問
に
甲
科
及
第
を
し
て
俊
才
の
聞
こ
え
が
あ

り
、
そ
れ
に
蘭
学
に
も
滋
っ
て
居
る
と
い
ふ
の
で
、
第
一
に
選
ば
れ
て
此
時
の
伝
習
生
と
な
っ
た
。
沢
太
郎
左
衛
門
も
同
期
の

伝
習
生
で
あ
っ
た
が
、
其
他
河
野
栄
次
郎
・
田
辺
太
一
・
根
津
欽
次
郎
・
田
島
順
輔
・
兼
松
亀
次
郎
・
松
本
良
順
（
後
男
爵
順
）

・
高
松
力
蔵
・
海
老
原
伝
四
郎
・
久
保
紀
之
助
・
白
井
勇
次
郎
・
斎
藤
源
蔵
・
岸
本
惣
蔵
等
も
其
仲
間
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
か
ら
伝
習
生
の
中
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
が
出
来
な
い
者
も
い
た
事
が
判
る
。
ま
た
、
昌
平
坂
学
問
所
と
蘭
学
塾
の
接
点
で
、

太
郎
左
衛
門
と
ほ
ぼ
同
年
配
の
内
田
恒
次
郎
の
事
が
出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
澤
太
郎
左
衛
門
が
ペ
リ
ー
来
航
の
年
、
す
な
わ

ち
一
九
才
の
時
に
は
、
内
田
と
同
様
に
昌
平
坂
学
問
所
の
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
、
蘭
学
塾
で
の
接
点
は
不

明
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
回
選
抜
基
準
は
、
蘭
学
塾
で
の
接
点
、
更
に
は
江
川
塾
で
の
接
点
が
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
赤
松
大
三
郎
の
記
述
に
、
第
一
回
伝
習
生
に
選
抜
さ
れ
た
勝
、
矢
田
堀
は
江
川
太
郎
左
衛
門
あ
た
り
の
推
薦
で
あ
ろ
う
と

あ
る
。
こ
の
勝
麟
太
郎
が
西
洋
科
学
技
術
の
導
入
を
念
頭
に
入
れ
て
、
海
軍
伝
習
所
新
設
に
ど
の
様
に
か
か
わ
っ
た
か
を
調
べ
て
み

の
選
に
入
り
、
非
常
に
喜
ん
だ
様
子
が
わ
か
る
。

こ
の
文
か
ら
第
三
回
の
伝
習
生
の
選
抜
は
直
参
旗
本
、
御
家
人
の
子
弟
か
ら
行
わ
れ
、
職
場
の
上
司
の
推
薦
に
よ
り
、
赤
松
は
そ

た
。
私
は
長
崎
伝
習
の
事
あ
る
の
を
耳
に
し
て
行
っ
て
み
生

な
か
っ
た
の
に
此
選
に
入
っ
た
か
ら
非
常
に
嬉
し
か
っ
た
。

し

私
は
長
崎
伝
習
の
事
あ
る
の
を
耳
に
し
て
行
っ
て
み
た
い
と
思
は
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
別
段
運
動
ら
し
い
こ
と
も
為
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『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
⑤
』
「
幕
末
維
新
の
洋
学
」
の
「
海
舟
勝
麟
太
郎
と
蘭
学
」
ｌ
勝
と
蕃
書
調
所
ｌ
に
蕃
書
調
所

と
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
創
設
に
勝
麟
太
郎
が
い
か
に
か
か
わ
っ
た
か
、
新
史
料
を
あ
げ
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
て

た

い
○

み
る
こ
と
に
す
る
。

勝
の
蘭
学
学
習
の
こ
と
は
、
前
掲
の
『
校
訂
氷
川
情
話
」
に
、
蘭
学
書
生
に
は
是
非
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
蘭
辞
書
の
「
ヅ

ー
フ
ハ
ル
マ
』
の
大
冊
五
六
巻
を
二
部
手
写
し
た
と
い
う
苦
労
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
書
い
て
あ
る
。
そ
の
写
本
に
は
勝
の
践

文
が
あ
っ
て
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
、
五
年
、
二
五
、
六
歳
の
こ
と
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
嘉
永
四
年

二

八
五
一
）
、
二
八
歳
で
、
さ
さ
や
か
な
蘭
学
塾
を
開
い
た
。
蘭
書
と
西
洋
兵
学
を
講
じ
、
そ
の
塾
か
ら
わ
が
国
に
西
洋
統
計
学

を
導
入
し
た
杉
亨
二
と
い
う
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
洋
学
者
を
輩
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
嘉
永
の
初
年
に
は
一
応
蘭
学
、
そ
れ
に
西

て
い
る
。
少
岸

と
感
じ
、
そ
坐

心
し
た
、
と
恥

に
入
門
し
た
。

そ
う
い
う
か
か
わ
り
あ
い
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
、
青
年
期
に
ま
ず
蘭
学
、
す
な
わ
ち
西
洋
知
識
解
明
の
学
と
取
り
く
ん

だ
こ
と
で
あ
る
。
蘭
学
は
、
最
初
は
医
学
と
か
天
文
学
と
か
の
部
門
か
ら
は
じ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
利
用
厚
生
、
編
歴
な
ど
の
技

術
の
学
で
あ
っ
た
が
幕
末
と
な
る
と
、
経
世
の
学
、
国
防
の
学
へ
と
変
わ
っ
て
、
志
士
必
学
と
な
っ
て
い
た
。
勝
を
捉
え
た
の

は
そ
う
い
う
経
世
、
国
防
の
学
と
し
て
の
幕
末
蘭
学
で
あ
っ
た
。
勝
の
み
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
私
が
最
近
活
字
化
を
は
か
っ

た
勝
の
後
輩
の
幕
臣
赤
松
代
三
郎
（
の
ち
則
良
）
の
『
半
生
談
』
を
み
る
と
、
赤
松
も
勝
と
同
じ
よ
う
に
、
は
じ
め
蕃
害
調
所

で
蘭
学
を
学
び
、
そ
れ
か
ら
一
転
し
て
洋
式
海
軍
に
す
す
ん
で
い
る
。

勝
は
蘭
学
書
生
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、
吉
本
襄
編
の
『
校
訂
氷
川
情
話
』
に
勝
の
話
が
載
っ

て
い
る
。
少
年
時
に
、
江
戸
城
中
で
和
蘭
献
上
の
大
砲
を
み
て
、
「
こ
れ
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
は
国
防
の
役
に
立
た
な
い
」

と
感
じ
、
そ
れ
か
ら
蘭
学
の
大
家
箕
作
院
甫
を
訪
い
、
院
甫
か
ら
世
界
地
図
を
見
せ
ら
れ
、
決
然
と
し
て
蘭
学
を
学
ぼ
う
と
決

心
し
た
、
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
箕
作
玩
甫
に
入
門
し
よ
う
と
し
た
が
体
よ
く
断
ら
れ
、
や
む
な
く
福
岡
藩
の
蘭
学
者
永
井
青
崖
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と
が
で
き
よ
う
。

る
貴
重
な
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

勝
の
「
見
込
案
」
に
つ
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
安
政
元
年
、
勝
が
友
人
竹
川
竹
斉
に
宛
て
た
書
翰
中
に
左
の
よ
う
な
興
味
あ

長
崎
之
英
船
、
永
滞
留
、
浦
江
廻
り
候
と
の
風
説
に
御
座
候
、
右
之
趣
意
は
小
子
建
白
別
紙
に
粗
相
見
江
候
如
き
振
合
に
御

座
候
、
来
春
は
蘭
人
よ
り
蒸
気
船
井
右
之
学
術
教
受
之
大
先
生
参
り
候
、
船
は
年
々
二
艘
宛
と
申
事
に
御
座
候
、
教
受
の
学
術

は
砲
術
、
究
理
、
天
文
、
地
理
、
航
海
、
器
械
、
兵
学
と
申
事
に
て
候
、
此
方
よ
り
も
幕
府
之
士
よ
り
人
物
御
選
に
て
修
行
被

仰
付
候
由
、
誰
人
が
右
之
撰
も
当
候
哉
、
こ
れ
而
巳
は
中
興
之
勝
事
と
奉
存
候

補
説
・
・
・
こ
の
書
翰
は
改
造
社
版
全
集
第
一
○
巻
「
海
舟
書
簡
」
と
講
談
社
版
全
集
２
「
書
簡
と
建
言
」
に
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
前
者
は
安
政
元
年
八
月
晦
日
付
と
し
、
後
者
は
同
年
一
二
月
二
六
日
付
と
す
る
。
こ
の
日
付
の
違
い
に
つ

い
て
、
後
者
の
編
者
の
解
説
に
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
英
船
云
々
」
の
記
事
（
ス
タ
リ
ン
グ
渡
来
）

か
ら
一
二
月
と
す
る
方
が
無
理
が
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
勝
は
安
政
元
年
に
来
春
、
す
な
わ
ち
安
政
二
年
の
春
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
蒸
気
船
と
海
軍
教
授
が
来
て
海
軍

関
係
諸
専
門
科
目
の
教
育
を
す
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
受
講
生
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
意
欲
を
燃
や
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
勝
は
そ
こ
で
急
這
目
付
大
久
保
忠
寛
に
接
近
し
て
自
薦
運
動
を
行
い
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
て
前
記

の
任
命
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
れ
に
ま
ち
が
い
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
勝
書
翰
に
よ
っ

て
当
時
幕
府
内
に
来
春
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
蒸
気
船
と
海
軍
軍
事
教
育
の
教
官
が
来
る
と
い
う
風
評
が
流
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
諸
外
国
の
来
航
に
備
え
る
た
め
幕
府
が
洋
式
海
軍
の
創
設
を
内
決
し
て
、

前
年
（
嘉
永
六
）
九
月
、
長
崎
駐
在
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス

ｅ
ｏ
昌
巴
曾
耳
旨
巴
を
介
し
て
オ

ラ
ン
ダ
に
軍
艦
そ
の
他
数
艘
を
発
注
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
は
対
日
関
係
の
好
転
の
た
め
に
こ
の
幕
府
の
要

請
を
有
効
に
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
長
崎
奉
行
に
対
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
幕
府
の
海
軍
建
設
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
日
本

－22－

L





道
、
加
藤
裕
之
、
神
田
孝
平
等
が
次
々
と
登
用
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
長
崎
の
海
軍
伝
習
所
が
勝
ら
の
幕
府
内
の
軍
事
関
係
の
人
材

を
集
め
た
の
に
対
し
、
江
戸
の
調
所
は
非
軍
事
派
の
著
名
蘭
学
者
を
結
集
し
た
の
で
あ
る
。

調
所
は
安
政
四
年
正
月
に
開
所
、
幕
臣
子
弟
を
募
集
し
て
最
初
は
一
九
一
名
で
あ
っ
た
。
蘭
害
の
会
読
、
輪
書
、
素
読
稽
古
と
あ

り
、
漢
学
塾
に
な
ら
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
外
交
文
書
の
翻
訳
を
命
ぜ
ら
れ
、
学
校
と
い
う
よ
り
訳
局
の
性

格
が
強
く
な
っ
て
、
幕
府
外
交
の
下
部
組
織
化
し
た
。
こ
の
調
所
は
後
に
明
治
政
府
に
な
っ
て
、
文
教
部
門
に
接
収
さ
れ
て
洋
学
校
・

研
究
所
と
な
り
、
明
治
一
○
年
に
は
官
立
の
東
京
大
学
と
な
っ
て
、
西
洋
諸
学
術
導
入
の
中
心
機
関
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
大
久
保
利
謙
氏
の
勝
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
し
要
約
し
た
。
勝
の
蘭
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
や
、
蘭
学
塾

を
開
き
、
い
か
に
し
て
幕
府
に
近
づ
き
、
彼
の
軍
事
的
蘭
学
論
を
幕
府
に
提
出
し
て
、
西
洋
技
術
の
導
入
を
目
的
と
し
た
長
崎
海
軍

伝
習
所
の
創
設
と
第
一
回
の
伝
習
生
と
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
当
時
蘭
学
界
は
、
軍
事
的
と

非
軍
事
的
な
両
派
が
存
在
し
て
お
り
、
前
者
は
長
崎
へ
、
後
者
は
江
戸
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

大
久
保
利
謙
氏
の
云
う
軍
事
派
の
系
統
は
、
高
島
秋
帆
を
筆
頭
に
江
川
担
庵
、
佐
久
間
象
山
そ
し
て
勝
麟
太
郎
へ
と
続
き
、
幕
末

の
江
戸
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
私
塾
を
開
き
、
砲
術
指
南
の
塾
と
し
て
、
全
国
か
ら
多
く
の
青
年
達
が
集
ま
っ
た
。
澤
太
郎
左
衛
門
は

こ
の
系
統
か
ら
い
え
ば
、
息
子
鑑
之
丞
の
記
述
に
あ
る
様
に
江
川
塾
に
学
び
、
い
ず
れ
か
の
蘭
学
塾
に
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

当
時
江
戸
に
は
多
く
の
蘭
学
者
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
佐
野
正
巳
著
『
国
学
と
蘭
学
』
に
安
政
二
年
の
勝
海
舟
の
手
記
の
中
に

「
江
戸
在
住
蘭
学
者
」
と
し
て
そ
の
名
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
江
戸
在
住
蘭
学
者
」

（
勝
海
舟
手
記
）

杉
田
成
郷

川
本
幸
民

杉
田
玄
端

宇
田
川
興
斎

当
時
天
文
方
出
役
御
庸

山
伏
井
戸

酒
井
修
理
太
夫
家
来

下
谷
御
徒
町

九
鬼
長
門
守
家
来
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木
村
軍
太
郎

松
木
弘
安

池
田
洞
雲

坪
井
信
友

大
烏
圭
甫

本
間
軍
兵
衛

間
宮
繁
之
進

中
山
洞
春

金
森
賢
作

平
紀
一

手
塚
律
蔵

坪
井
信
良

高
畠
五
郎

高
須
松
亨

武
田
斐
三
郎

杉
純
道

八
木
元
逸

林
洞
海

箕
作
院
甫

石
川
平
太
郎

佐
倉
出
の
人

松
平
大
膳
太
夫
家
来

松
平
阿
波
守
家
来

当
時
天
文
方
出
役
御
庸

加
藤
於
蒐
三
郎
家
来

勝
麟
太
郎
塾

松
平
薩
摩
守
家
来

両
国
薬
研
堀

松
平
三
河
守
家
来

藤
堂
和
泉
守
家
来

浪
人

堀
田
備
中
守
家
来

松
平
出
羽
守
家
来

下
曽
根
金
三
郎
方

信
良
義
弟

大
木
忠
益
塾
頭

酒
井
左
衛
門
尉
家
来

堀
田
備
中
守
家
来

松
平
薩
摩
守
家
来

松
平
肥
前
守
家
来

湯
嶋

下
谷

坪
井
信
良
塾

後
梅
仙

上 律 律 玄
屋 蔵 蔵 瑞
敷 塾 塾 塾

本
郷
御
弓
町

深
川
冬
木
町

牛
込
御
徒
町

当
時
天
文
方
御
庸

玄
朴
塾

後
寺
島
宗
則

当
時
函
館

後
成
章

後
襲
父
名
信
道

後
大
鳥
圭
介

後
享
二

後
眉
山
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’

大
木
中
益

市
川
斎
宮

柴
田
収
蔵

石
川
宗
見

西
川
洋
作

矢
田
部
慶
雲

鈴
木
玄
昌

佐
波
銀
次
郎

神
田
孝
平

曽
田
勇
次

片
田
哲
造

下
間
竜
助

高
松
讓
庵

大
島
惣
左
衛
門

小
山
杉
渓

藤
田
圭
甫

芦
田
米
太
郎

大
槻
俊
斎

島
玄
甫

安
田
雷
洲

榊
原
式
部
大
輔
家
来

大
村
丹
後
守
家
来

松
平
伊
賀
守
家
来

仙
台

竹
内
図
書
助

御
家
人
銅
版
々
工

芝
浜
松
町

松
平
越
前
守
家
来

当
時
天
文
方
出
役
御
庸

松
平
肥
前
守
家
来

江
川
太
郎
左
衛
門
方

芝
口
三
丁
目

堀
田
備
中
守
家
来

竹
中
図
書
助
家
来

玄
朴
塾

当
時
水
戸

岡
部
内
膳
正
家
来

天
文
方
出
役
御
庸

松
平
仲
家
来

水
戸
御
出
入

浪
人

家
来
弁
慶
塾

四
谷
新
宿

後
坪
井
芳
洲
又
為
春

当
時
天
文
方
出
役
御
庸

下
谷

上
屋
敷

信
良
塾

律
蔵
塾

玄 律
朴 蔵
塾 塾

’
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様
子
が
う
か
が
え
る
。

計
五
十
八
人
諸
侯
臣
籍
三
分
の
二
に
て
、
特
に
浪
人
と
記
せ
し
者
五
人

幕
末
に
な
る
と
、
む
ろ
ん
蘭
学
と
い
っ
て
も
兵
学
が
中
心
で
あ
り
、
多
く
蘭
学
者
は
医
家
に
し
て
兵
学
者
で
あ
っ
た
。
澤
は
、
こ

の
中
の
い
ず
れ
か
の
蘭
学
塾
で
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
前
述
の
澤
と
伝
習
所
同
期
の
赤
松
大
三
部
が
学
ん
だ
坪
井
塾
の
坪

井
信
良
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
宮
地
正
人
著
『
幕
末
維
新
期
の
文
化
と
情
報
』
に
あ
る
。

坪
井
信
良
に
つ
い
て
は
、
『
赤
松
良
則
半
生
談
』
の
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
書
簡
か
ら
幕
末
の
蘭
学
者
、
蘭
学
塾
の

伊
藤
貫
斎

玄
朴
養
子

石
井
密
太
郎

藤
堂
和
泉
守

牧
穆
中

浪
人

箕
作
秋
坪

松
平
越
前
守

東
条
英
庵

松
平
大
膳
太

小
関
高
彦

酒
井
左
衛
門

原
田
敬
作

池
田
内
匠
守

布
野
雲
平

浪
人

津
田
真
一
郎

松
平
三
河
守

川
島
元
成

松
平
近
江
守

田
辺
順
甫

浪
人

竹
内
玄
同

有
馬
日
向
守

田
口
俊
平

久
世
大
和
守

都
甲
斧
太
郎

御
馬
方
隠
居

玄
朴
養
子

藤
堂
和
泉
守
家
来

浪
人

松
平
越
前
守
家
来

松
平
大
膳
太
夫
家
来

酒
井
左
衛
門
尉
家
来

池
田
内
匠
守
家
来

浪
人

松
平
三
河
守
家
来

松
平
近
江
守
家
来

浪
人

有
馬
日
向
守
家
来

久
世
大
和
守
家
来

牛
込
御
徒
町

当
時
在
所

後
真
道

大
槻
俊
斎
塾

一
色
邦
之
輔
方

麹
町
三
軒
屋

玄
朴
塾

下
谷
和
泉
橋
通

当
時
薩
州
行
不
在

青
山
宮
様
御
門
前
組
屋
敷

玩
甫
養
子

当
時
天
文
方
出
役
御
庸

当
時
浦
賀
御
庸

下
谷
三
味
線
堀
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と
こ
ろ
で
蘭
学
は
嘉
永
期
頃
か
ら
上
昇
期
に
入
る
。
「
近
来
異
国
船
諸
国
へ
渡
来
に
付
、
諸
国
一
同
海
防
大
厳
重
の
よ
し
に

付
、
西
洋
流
の
学
、
別
て
砲
術
大
流
行
。
諸
侯
に
も
蘭
害
を
御
習
の
人
性
々
出
来
候
。
当
時
都
下
は
兵
学
者
の
世
と
相
成
申
候
。

依
て
少
々
兵
書
を
読
書
申
候
者
は
忽
ち
彼
此
の
諸
候
よ
り
引
張
合
に
て
、
意
外
に
立
身
致
し
申
し
候
者
も
あ
り
、
又
小
子
杯
存

知
の
者
多
く
、
医
業
を
止
め
専
ら
兵
書
翻
訳
を
以
て
渡
世
す
る
者
多
く
、
亡
父
門
人
に
も
段
々
兵
書
読
出
来
、
又
兵
害
読
と
申

迄
に
至
ら
ず
し
て
禄
を
得
候
者
も
こ
れ
有
り
、
誠
以
大
盛
事
に
御
坐
候
・
・
・
・
蘭
医
中
に
一
種
兵
書
家
な
る
者
出
来
、
皆
々

揚
名
實
利
、
商
人
同
様
或
は
更
に
甚
き
の
行
い
も
出
来
、
随
て
何
の
関
係
も
な
き
医
者
迄
も
汚
名
を
得
る
に
至
申
候
。
捌
々
大

歎
す
べ
き
事
な
り
。
実
に
右
の
時
勢
に
て
医
者
よ
り
は
兵
書
家
の
権
強
く
相
成
、
必
寛
は
労
す
る
こ
と
少
く
し
て
利
を
得
る
事

多
き
故
、
半
医
半
兵
書
家
も
往
々
こ
れ
有
」
と
信
良
は
報
告
し
て
い
る
。

蘭
学
が
全
面
的
に
陽
を
あ
び
る
の
は
嘉
永
六
年
か
ら
で
あ
る
。
箕
作
院
甫
の
長
崎
行
き
に
つ
い
て
は
彼
は
大
よ
ろ
こ
び
で

「
院
甫
へ
の
台
命
は
実
に
同
社
の
大
慶
、
北
学
の
開
關
の
基
と
存
じ
奉
り
候
」
と
の
べ
、
万
次
郎
の
浦
賀
表
出
役
に
つ
い
て
も
、

「
実
に
有
能
の
人
の
勇
進
の
期
に
御
坐
候
」
と
興
奮
し
て
い
る
。

以
上
、
澤
太
郎
左
衛
門
が
幕
末
激
動
の
青
年
期
に
江
戸
に
お
い
て
成
長
し
、
七
才
の
時
、
天
保
十
二
年
、
高
島
秋
帆
の
徳
丸
原
に

於
け
る
西
洋
新
式
の
銃
隊
操
練
を
父
と
一
緒
に
見
聞
き
し
た
事
が
十
分
に
想
像
さ
れ
、
昌
平
坂
学
問
所
に
学
び
、
試
験
に
合
格
し
て

幕
府
の
役
職
に
就
い
た
。
同
時
に
私
塾
に
お
い
て
蘭
学
と
兵
学
を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

勝
の
語
録
集
と
も
云
う
べ
き
『
海
舟
先
生
氷
川
情
話
』
（
吉
本
襄
撰
者
）
の
中
に
澤
太
郎
左
衛
門
の
事
が
、
非
常
に
興
味
深
く
書

か
れ
て
い
る
。
勝
が
蘭
学
塾
を
開
い
た
嘉
永
四
年
、
二
八
才
の
頃
か
ら
勝
が
第
一
回
海
軍
伝
習
生
と
し
て
長
崎
に
行
く
ま
で
に
、
澤

が
勝
に
歩
兵
の
調
線
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
澤
が
い
わ
ゆ
る
軍
事
派
の
蘭
学
の
系
統
に
身
を
お
き
、
勝
に
続
い

て
澤
の
勉
強
家
と
し
て
の
才
能
が
認
め
ら
れ
て
第
三
回
の
伝
習
生
と
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

澤
太
郎
左
衛
門
も
お
れ
の
昔
か
ら
の
友
達
で
、
お
れ
よ
り
は
未
だ
餘
程
若
い
筈
で
あ
っ
た
が
、
到
頭
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
あ

れ
は
、
昔
し
お
れ
か
ら
歩
兵
の
調
線
を
受
け
た
も
の
だ
が
、
其
後
お
れ
は
長
崎
に
行
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
遣
っ
て
居
る
内
に
、
あ
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靜
か
に
晩
年
を
樂
し
ん
で
居
た
。
見
な
さ
い
澤
等
の
手
で
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
海
軍
兵
學
校
の
卒
業
生
で
、
今
は
海
軍
の
櫃
機

に
與
か
っ
て
居
る
も
の
も
澤
山
あ
る
が
、
皆
な
い
や
に
豪
傑
ぶ
っ
た
顔
を
し
て
居
る
か
ら
可
愛
し
く
な
る
よ
。

最
後
に
、
江
戸
時
代
の
蘭
学
者
学
統
図
（
『
国
学
と
蘭
学
』
よ
り
、
図
三
）
を
か
か
げ
、
こ
れ
ら
蘭
医
が
時
代
の
流
れ
に
応
じ
て
、

多
く
の
兵
学
害
の
訳
者
と
な
り
、
日
本
の
西
洋
近
代
技
術
の
導
入
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
か
を
そ
の
実
績
の
中
で
み
る
こ
と
に
す
る
。

安
斎
会
長
よ
り
提
供
い
た
だ
い
た
文
献
、
『
幕
末
兵
制
改
革
史
』
（
大
絲
年
夫
著
）
幕
末
軍
事
史
年
表
が
載
っ
て
い
る
。
兵
書
並
び

に
国
防
論
著
作
が
年
代
順
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
澤
は
こ
れ
ら
の
著
書
を
、
恐
ら
く
幕
臣
と
し
て
、
又
、
蘭
学
塾
塾
生
と
し
て
読
ん

だ
り
、
聞
い
た
り
す
る
機
会
が
十
分
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

安
永
八
年

天
明
三
年

天
明
五
年

天
明
六
年

天
明
七
年

寛
政
二
年

寛
政
七
年 幕
末
軍
事
史
年
表

年
号

（
西

暦
）

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）

享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）

（
一
七
七
九
）

（
’
七
八
三
）

（
一
七
八
五
）

（
一
七
八
六
）

（
’
七
八
七
）

（
’
七
九
○
）

（
一
七
九
五
）

兵
壹
並
び
に
國
防
論
著
作

○
紅
毛
火
術
録

○
和
蘭
馬
術
書
四
巻

○
鈴
録
・
鈴
録
外
書

○
鐵
砲
茶
話

○
周
發
圖
説

○
赤
蝦
夷
風
説
考

○
三
國
通
覺
圖
説

○
海
國
兵
談

○
火
器
發
砲
傳

○
和
蘭
築
城
書

○
魯
西
亜
志
附
録

鮎
川
竹
撰

ケ
イ
ズ
ル
ロ
述

今
村
市
兵
衛
編

荻
生
但
侠
著

佐
技
戸
重
著

坂
本
天
山
著

工
藤
平
助
撰

仙
臺
藩
士

林
子
平
著

林
子
平
著

志
筑
忠
次
郎
澤

前
野
良
澤
讓

志
筑
忠
雄
鐸
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文
化
八
年

文
化
九
年

文
化
一
○
年

文
化
一
三
年

文
化
六
年

（
一
八
Ｏ
九
）

寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）

寛
政
二
年
（
一
七
九
九
）

文
化
元
年

（
’
八
Ｏ
四
）

文
化
四
年

（
’
八
○
七
）

文
化
五
年

（
’
八
Ｏ
八
）

二 二 二 二

八 八 八 八

｜）

一一）

一一一）

一ハ）

○
經
世
秘
策

本
田
利
明
著

○
北
地
危
言

大
原
左
金
吾
著

○
遠
西
軍
器
考

石
井
庄
助
松
平
定
信
の
命
に
て
記
述

○
鐡
砲
問
答

幕
府
鐵
砲
方

井
上
左
太
夫
氏
清
著

○
三
銃
用
法
論

佐
藤
信
淵
著

○
海
岸
砲
術
備
要

本
木
正
榮
篝

○
銃
砲
起
源
考

大
槻
玄
澤
撰

○
御
家
流
火
術
大
意
詳
説
一
巻

松
平
定
信
著

○
鐵
砲
窮
理
論

佐
藤
信
淵
著

○
ボ
ス
シ
ギ
ー
テ
レ
イ
、
コ
ン
ス
ト
國
字
解

石
橋
助
左
衛
門
澤

○
三
銃
用
法
論

佐
藤
信
淵
著

○
防
海
策

佐
藤
信
淵
著

○
野
砲
の
圖

佐
藤
信
淵
著

○
自
走
火
船
圖
説

佐
藤
信
淵
著

○
御
家
流
火
術
大
意

松
平
定
信
著

○
焔
硝
採
方
作
法
合
薬
製
法

山
鹿
素
行
遺
著

○
大
銃
車
戦
法

佐
藤
信
淵
著

○
陸
海
戦
圖
解

辻
章
従
篝

○
海
防
問
答

平
山
行
蔵
著

○
止
戈
幅
要

大
關
業
著
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弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）

天
保
一
四
年
（
’
八
四
三
）

文
政
九
年

（
’
八
二
六
）

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）

天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）

天
保
八
年

（
一
八
三
七
）

天
保
九
年

（
一
八
三
八
）

天
保
一
一
年
（
一
八
四
○
）

文
政
二
年

（
一
八
一
九
）

○
氣
炮
記

國
友
藤
兵
衛
著

○
大
小
御
鐵
砲
張
立
製
作

國
友
藤
兵
衛
著

○
火
砲
圖
説

井
上
貫
流
著

○
火
攻
知
要

高
松
藩
士

寺
井
肇
撰

○
砲
術
基
礎

岡
内
章
平
澤

○
製
煉
發
蒙

坪
井
信
道
澤

○
那
波
列
翁
傳

小
關
三
英
澤

○
駛
舌
小
紀

渡
邊
華
山
撰

○
愼
機
論

渡
邊
華
山
撰

○
夢
物
語

高
野
長
英
撰

○
海
防
憶
測

古
賀
洞
庵
撰

○
蟹
社
遭
厄
小
記

高
野
長
英
撰

○
烏
哀
音

高
野
長
英
撰

○
硝
石
丘
を
作
る
法
並
煉
硝
の
法

高
島
秋
帆
著

○
火
攻
精
選

名
村
元
義
鐸

○
電
撃
銃
略
記

小
山
杉
溪
讓

○
粉
砲
考

吉
雄
常
三
著

○
海
上
砲
術
全
集

天
文
臺
讓
員
諄

和
蘭
海
軍
教
官
長
カ
ル
テ
ン
著

○
三
兵
活
法

全
篇
十
巻

鈴
木
春
山
篝
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安
政
元
年

（
一
八
五
四
）

嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）

嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）

○
海
防
火
攻
新
貿

○
西
洋
新
流
火
術
集

○
鈴
林
必
携

○
用
畷
軌
範

砲
臺
篇

○
畷
卦

○
軍
用
火
箭
考

○
煩
泡
射
榔
表

○
海
岸
砲
術
備
要

○
遠
西
武
器
略
説

○
泰
酉
王
氏
銃
譜

○
煩
炮
發
射
表

○
軍
制
に
付
建
白

○
銃
創
瓊
言

○
火
攻
採
要

○
遠
西
火
攻
精
選
撮
要

○
火
技
範

○
海
岸
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話
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説
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砲
術
訓
蒙

○
築
城
新
法

手
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律
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篝

伊
馬
之
介

上
田
亮
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撰

武
田
斐
三
郎
讓

佐
久
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修
理
撰

箕
作
玩
甫
・
杉
田
成
卿
同
澤

大
家
同
庵
編
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木
正
榮
篝

市
川
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撰
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内
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澤

大
家
同
庵
撰

高
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帆
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俊
齋
澤

川
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讓
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編
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相
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才
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頼
省
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澤
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元
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元
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年
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）

文
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年
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三
）
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八
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文
久
元
年
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六
二

安
政
五
年
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八
五
八
）
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制
律
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築
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邊
國
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郎
澤
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田
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六
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久
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著

元
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舎
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述

元
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舎
主
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述

小
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弘

安
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明
讓
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元
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大
鳥
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鳥
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篝

石
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遠
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水
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田
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郎
課
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櫻
寧
居
士

吉
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一
、
赤
松
良
則

『
赤
松
良
則
半
生
談
』

平
凡
社

昭
和
五
二
年

二
、
大
久
保
利
謙

『
幕
末
の
洋
学
』

吉
川
弘
文
館

昭
和
六
一
年

三
、
幕
末
の
明
治
初
期
に
お
け
る
西
洋
文
明
の
導
入
に
関
す
る
研
究
会
編

〈
参
考
文
献
》

稿
を
終
わ
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に
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り
、
御
指
導
、
御
校
閲
い
た
だ
き
ま
し
た
安
斎
実
会
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、
所
荘
吉
埋
事
長
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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三
年

（
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八
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七
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二
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）
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元
年
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’
八
六
五
）
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○
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戦
要
務
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格
能
弗
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操
新
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銃
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法
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練
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戦
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闘
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○
佛
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○
活
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要
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三
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歩
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練
法

○
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郎

大
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木
村
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田
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篝

福
沢
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我
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圭
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』
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房
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九
九
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年
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節
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讓

大
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郎
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四
、
佐
野
正
巳

『
国
学
と
蘭
学
』

雄
山
閣

昭
和
四
八
年

五
、
宮
地
正
人
『
幕
末
維
新
期
の
文
化
と
情
報
』

名
著
刊
行
会

一
九
九
四
年

六
、
大
絲
年
夫

『
幕
末
兵
制
改
革
史
』

白
楊
社

昭
和
一
四
年

七
、
幕
末
維
新
学
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究
会
編
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幕
末
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新
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に
お
け
る
「
学
校
」
の
組
織
化
』
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賀
出
版
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九
九
六
年

八
、
吉
本
真
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撰

『
海
舟
先
生
氷
川
情
話
」

大
文
館
書
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昭
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八
年

九
、
文
部
省
編

『
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史
資
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』
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書
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昭
和
四
五
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