
潮

海

の

首

領

に

つ
い

て

古
代
日
本
と
長
期
に
わ
た
り
友
好
関
係
に
あ
っ
た
潮
海
国
の
内
情
を
示
す
稀
有
な

資
料
と
し
て
､
『類
衆
国
史
』
巻

一
九
三
､
殊
俗
部
勃
海
上
の
延
暦
十
五
年
四
月
戊
子

条
が
あ
る
｡
か
な
り
長
文
と
な
る
が
､
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
｡

勧
海
遣
使
献
万
物
､
其
王
啓
日
､
(中
略
)孤
孫
大
高
瑛
頓
首
'
又
伝
奉
在
唐
学

問
僧
永
忠
等
所
附
書
'
勧
海
国
者
､
高
麗
之
故
地
也
､
天
命
開
別
天
皇
七
年
､

高
麗
王
高
氏
､
為
唐
所
滅
也
､
後
以
天
之
真
宗
豊
祖
父
天
皇
二
年
､
大
所
栄
始

建
勧
海
国
､
和
銅
六
年
､
受
唐
冊
立
其
国
､
延
衰
二
千
里
､
無
州
県
館
駅
'
処
々

有
村
里
､
皆
抹
輯
部
落
､
其
百
姓
者
殊
掲
多
土
人
少
､
皆
以
土
人
為
村
長
'
大

村
日
都
督
､
次
目
刺
史
､
其
下
百
姓
皆
目
首
領
､
土
地
極
寒
､
不
宜
水
田
､
浴

頗
知
書
､
自
高
氏
以
来
朝
貢
不
絶
､

延
暦
十
四
年
十

一
月
に
出
羽
国
の
夷
地

へ
漂
着
し
た
潮
海
史
に
関
係
す
る
記
事
で

あ
り
､
『日
本
後
紀
』
の
編
纂
者
が
同
書
に
お
け
る
最
初
の
潮
海
国
王
啓
に
つ
づ
け

(-
)

て
､
勃
海
国
の
沿
革
に
つ
い
て
説
明
す
る
文
章
を
掲
げ
て
い
る
ら
し
い
｡
勃
海
が
高

句
麗
の
故
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
云
い
､
天
智
七
年
に
お
け
る
高
句
麗
の
演

亡
と
文
武
二
年
の
大
群
栄
に
よ
る
建
国
に
触
れ
､
広
さ
が
二
千
里
､
館
駅
の
施
設
が

森

田

な
-
､
村
々
は
抹
鞠
人
の
部
落
か
ら
な
り
､
土
人
-
高
句
麗
人
は
少
い
こ
と
､
高
句

麗
人
が
都
督

･
刺
史
と
し
て
村
々
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
､
寒
冷
地
で
水
田

に
適
さ
ず
､
人
々
が
書
物
を
解
し
て
い
る
こ
と
を
云
い
､
高
句
麗
時
代
以
来
の
あ
り

方
を
継
承
し
日
本

へ
朝
貢
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
抹
掲
人
の
部
落
を

高
句
麗
人
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
社
会
構
成
に
言
及
し
甚
だ
興
咲

深
い
内
客
と
な
っ
て
お
り
､
先
学
も
屡
々
右
の
記
事
を
と
り
あ
げ
検
討
し
て
き
て
い

る
が
､
従
前
の
研
究
で
論
点
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
首
領
の
性
格
が
あ
る
｡
首

領
の
語
義
は
'
-
び
な
い
し
そ
れ
よ
り
転
じ
て
組
織
や
集
団
の
長
の
こ
と
で
あ
る
が
､

右
引
記
事
中
の
首
領
を
含
む
文
章
の
意
味
に
と
り
に
-
い
と
こ
ろ
が
あ
り
'
解
釈
が

一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
首
領
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
論
述
を
行
っ
て
い
る
鈴
木
靖
民
氏
が
先
行
す
る

(2
)

諸
説
を
整
理
し
て
い
る
の
で
､
そ
れ
を
参
考
に
し
て
整
理
し
直
し
て
み
る
と
､

○
都
督

･
刺
史
よ
り
下
の
百
姓
を
み
な
首
領
と
称
し
た
と
す
る
説
､

㊤
都
督

･
刺
史
よ
り
下
位
の
地
方
官
と
み
る
説
'

㊤都
督

･
刺
史
な
い
し
そ
れ
以
外
の
一
切
の
地
方
官
を
百
姓
が
首
領
と
称
し
た
と

す
る
説
､

の
三
説
に
大
別
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
｢其
下
百
姓
皆
目
首
領
｣
と
い
う
文
章
の
解
釈



の
相
違
に
よ
り
右
三
説
が
出
来
し
て
お
り
､
○
説
で
は
､

ソ
ノ
下
ノ
百
姓
ヲ
皆
､
首
領
卜
日
フ
｡

と
訓
み
､
㊤
説
で
は
､

ソ
ノ
下
ヲ
､
百
姓
皆
､
首
領
卜
日
フ
｡

㊦
説
で
は
､

ソ
ノ
下
ノ
百
姓
皆
､
(都
督

･
刺
史
ラ
ヲ
)
首
領
卜
日
フ
｡

と
訓
読
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
○
説
に
関
し
て
は
､
問
題
の
文
章
の
直
前
の

｢大

村
日
都
督
'
次
目
刺
史
｣
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
の
文
章
と
み
､
㊤
説
で
は
其
下
と
百
姓

を
別
箇
の
も
の
と
み
､
㊤
説
で
は
都
督

･
刺
史
ら
に
つ
い
て
の
注
記
的
文
章
と
み
て

い
る
こ
と
に
な
る
｡
漢
文
の
文
法
に
即
す
る
限
り
三
説
と
も
に
あ
り
得
る
解
釈
で
あ

り
､
右
の
文
章
の
み
か
ら
で
は
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
結
局
他

の
史
料
と
関
連
さ
せ
検
討
を
行

っ
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
り
､
次
に
節
を
改
め
､

卑
案
を
展
開
し
て
み
た
い
と
考
え
る
｡

勃
海
関
係
の
史
料
で
首
領
と
み
え
る
も
の
を
大
別
す
る
と
､
中
国
人
が
呼
称
し
て

い
る
も
の
と
勃
海
内
部
で
使
用
さ
れ
て
い
る
呼
称
と
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
舵

で
あ
る
｡
先
引
し
た

『類
架
国
史
』
延
暦
十
五
年
条
の
首
領
は
勃
海
内
部
の
呼
称
で

あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
が
､
中
国
人
が
呼
称
し
た
も
の
と
し
て
は
中
国
皇
帝
が
勃

海
王
に
下
賜
し
た
勅
書
中
に
み
え
る
も
の
が
あ
る
｡

一
例
を
｢勅
勘
海
王
大
武
芸
書
｣

に
と
る
と
､

勅
忽
汗
州
刺
史
勃
海
郡
王
大
武
芸
､
(中
略
)
観
卿
表
状
示
有
忠
誠
可
熟
思
之
､

不
容
易
JCS
'
今
使
内
使
往
宣
諭
朕
意
､

二

並
口
具
述
'
使
人
李
尽
彦
､
朕
亦

親
有
処
分
､
皆
知
之
'
秋
冷
'
卿
及
衛
官
首
領
百
姓
平
安
好
､
並
遣
崖
尋
抱
､

(3
)

同
往
書
指
不
多
及
t

と
あ
り
､
勃
海
国
内
の
人
々
を
卿
=
勃
海
王
､
衛
官
-
宮
人
､
首
領
及
び
百
姓
と
に

分
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
勃
海
王
に
与
え
ら
れ
た
他
の
勅
書
の
末
尾
に
は
｢卿

及
首
領
百
姓
等
並
平
安
好
｣
と
も
あ
り
､
慣
用
的
な
語
句
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
勃
海
王
の
下
に
あ
る
有
力
者
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
勃
海
王
の

一
族
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
か

か
る
用
法
で
の
首
領
は
遣
唐
使
を
介
し
日
本
の
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
唐
皇
帝
の
勅
書

中
に
も
み
え
､

(4
)

勅
日
本
国
王
王
明
楽
美
御
徳
､
(中
略
)
冬
甚
寒
､
卿
及
首
領
百
姓
並
平
安
好
､

と
記
さ
れ
て
い
る
｡
右
勅
書
は
天
平
四
年
八
月
に
任
命
さ
れ
同
五
年
間
三
月
に
辞
見

し
同
六
年
十

一
月
に
多
祢
島
に
帰
着
し
て
い
る
多
治
比
真
人
広
成
に
渡
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
､
こ
こ
の
卿
は
天
皇
､
首
領
は
皇
族
や
有
力
王
臣
を
指
し
て
い
る
と
推
考
さ

れ
る
｡
八
世
紀
の
日
本
に
首
領
な
る
呼
称
の
人
た
ち
が
居
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
､
中

国
人
が
天
皇
の
下
の
有
力
王
臣

･
貴
族
を
首
領
と
解
釈
し
呼
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

勃
海
王
武
芸
に
与
え
ら
れ
た
勅
書
中
の
首
領
も
､
勃
海
国
内
で
首
領
と
呼
ば
れ
て
い

る
人
た
ち
を
意
識
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
､
有
力
者
を
首
領
と
解
釈
し
､
呼
称

し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
従
前
の
勃
海
の
首
領
に
関
す
る
研
究
で
は
､
勃

海
内
部
で
呼
称
さ
れ
て
い
る
首
領
を
中
国
人
の
呼
称
す
る
首
領
と
関
連
づ
け
た
り
､

そ
れ
と
調
和
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
行

っ
て
い
る
論
稿
を
み
う
け
る
が
､
方
法
的
に

問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

中
国
文
献
に
お
い
て
首
領
な
る
語
は
勃
海
王
や
日
本
の
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
勅
書



に
み
え
る
だ
け
で
な
-
'
他
の
蕃
国
王
や
酋
長
に
与
え
ら
れ
た
勅
書
中
に
も
頻
見
し
､

正
史
の
蕃
国
伝
な
ど
に
お
い
て
も
散
見
す
る
言
葉
で
あ
る
｡
新
羅
王
金
興
光
に
与
え

(5
)

ら
れ
た
勅
書
の
末
尾
に
｢卿
及
首
領
百
姓
並
安
好
｣
､
吐
蕃
の
賛
苦
に
与
え
ら
れ
た
勅

(6
)

書
に

｢平
章
事
及
首
領
以
下
並
平
安
好
｣

な
ど
と
あ
る
如
-
､
王
や
百
姓
に
並
ん
で

首
領
の
平
安
を
祈
念
す
る
文
言
を
措
-
こ
と
が
慣
行
と
な
っ
て
お
り
､
｢勅
安
南
首
領

費
仁
哲
等
書
｣

で
は
､

勅
安
南
首
領
巌
州
勅
史
費
仁
哲
､
播
州
勅
史
清
明
成
､
涼

子
首
領
阿
辿

(7
)

(下
略
)
､

と
あ
り
'
安
南
に
お
い
て
葵
仁
哲
以
下
複
数
の
有
力
豪
族
ら
が
唐
皇
帝
に
よ
り
首
請

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
｢勅
西
南
蛮
大
首
領
豪
帰
義
書
｣

に
は
､

(1･.)

勅
西
大
蛮
大
師
特
進
蒙
帰
義
及
諸
魯
首
領

(下
略
)
､

と
あ
る
の
で
､
唐
皇
帝
は
西
南
蛮
の
社
会
の
最
有
力
者
を
大
首
領
と
し
そ
の
下
の
酋

長
を
首
領
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
『旧
唐
書
』
北
欧
､
抹
鴇
の
頃

こ
ま
､

I.‖▼
-･レ▼開

元
十
三
年
､
安
東
都
護
辞
素
話
於
黒
水
抹
梅
内
置
黒
水
軍
､
続
更
以
最
大
部

落
為
黒
水
府
､
仇
以
其
首
領
為
都
督

･
諸
部
刺
史
隷
属
票
､
中
国
置
長
史
､
就

其
部
落
監
領
之
､

と
あ
り
､
株
韓
の
首
領
を
都
督
や
刺
史
に
起
用
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
『唐
書
』
で

は
右
引
文
の
首
領
と
あ
る
部
分
が
部
長
と
な
っ
て
い
る
が
､
抹
韓
の
首
長

･
酋
長
の

類
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
な
い
｡
蕃
族
の
長
を
首
領
と
称
し
都
督

･
刺
史
の
漢

に
任
用
す
る
と
い
う
記
事
は
新
旧
唐
書
に
少
な
-
な
-
､
中
国
人
は
､
現
地
語
に
よ

る
呼
称
を
顧
慮
せ
ず
､
首
長
や
有
力
豪
族
を
首
領
と
し
て

一
括
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

猶
､
右
の
記
事
で

｢
ソ
ノ
首
領
ヲ
以
テ
､
都
督

･
諸
部
刺
史
-
ナ
ス
｣

と
い
う
文

章
か
ら
す
れ
ば
､
首
領
の
概
念
と
都
督

･
刺
史
の
如
き
宮
人
を
意
味
す
る
語
と
は

一

応
別
箇
で
あ
り
､
首
領
と
は
多
分
に
社
会
階
層
に
関
わ
る
概
念
と
云
っ
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
｡
先
引
し
た
勃
海
王
大
武
芸
に
与
え
ら
れ
た
勅
書
の
末
尾
に

｢卿
及
衛
官
首

領
百
姓
｣

と
み
え
て
い
た
が
'
衝
官
は
宮
人
､
首
領
は
有
力
豪
族
を
意
味
し
､
両
者

は
類
概
念
を
異
に
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
｡
現
実
の
樹
海
社
会
で
は
首
領
階
層
の
ら

の
が
衛
官
-
宮
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
､
衝
官
と
な
ら
な
い
首
領
も
い

た
こ
と
と
思
う
｡
先
に
触
れ
た
遣
唐
使
多
治
比
広
成
に
手
渡
さ
れ
た
天
皇
宛
て
勅
書

中
に
み
え
る
首
領
を
鈴
木
靖
民
氏
は
､
｢在
地
首
長
層
を
指
す
か
ら
さ
し
ず
め
郡
司
あ

(9
)

た
り
に
該
当
す
る
｣

と
推
測
し
て
い
る
｡
私
は
､
中
国
人
の
呼
称
す
る
首
領
が
都
督

刺
史
な
ど
に
起
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
､
皇
親
や
中
央
氏
族
の
長
に
当
る
よ

う
な
人
た
ち
で
な
い
と
相
応
し
-
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
､
鈴
木
氏
の
推
測
は

再
考
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
｡
日
本
の
郡
司
も
在
地
首
長
層
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
､
郡
司
層
の
人
た
ち
が
就
-
官
職
と
な
る
と
ま
ず
は
兵
衛
や
そ

れ
に
類
す
る
ー
ネ
リ
程
度
で
し
か
な
い
｡
父
兄
に
大
少
領

(評
督

･
助
督
)
を
も
ち

下
総
国
海
上
郡
大
領

へ
の
就
任
を
希
望
し
た
他
田
日
奉
部
直
神
護
が
資
人
な
い
し
中

宮
舎
人
と
し
て
三

1
年
間
勤
務
し
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
が
､
か
か
る
神
護

の
官
歴
が
郡
司
層
の
人
た
ち
の
通
常
の
あ
り
方
で
あ
り
､
国
司
や
大
宰
に
擬
し
得
る

刺
史

･
都
督
に
起
用
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
皆
無
と
云
っ
て
よ
-
､
中
国
人
が
日
本

の
郡
司
層
を
首
領
と
称
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
｡
矢
張
り
大
伴
氏
や
物
部
氏

の
よ
う
な
氏
集
団
の
長
が
首
領
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
思
う
｡

以
上
中
国
人
が
呼
称
し
た
樹
海
や
他
の
蕃
族
社
会
の
首
領
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
の
で
､
次
に
勃
海
内
部
に
お
け
る
首
領
呼
称
を
と
り
あ
げ
る
と
､
日
本

へ
派
遣
さ

れ
た
潮
海
使
の
職
員
中
に
首
領
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
延
喜
大
蔵
省



式
賜
蕃
客
例
条
の
勃
海
侯
の
項
を
み
る
と
､
使
人
の
構
成
と
賜
物
に
つ
い
て
次
の
よ

う

に
規
定
し

て
い

る

｡

大
使
瑚
j:縦
‥
純
詔

㌔

副
使
鰯
,*
縦
長

帥
‥

判
骨
品

讐

細
野

轡

録
嘉

欄
酎
Ⅶ
､

訳
語
､
史
生
､
及
首
盈

譜

Ⅶ
､

式
の
規
定
の
こ
と
故
､
標
準
的
な
勃
海
使
の
構
成
を
念
頭
に
お
い
て
立
条
さ
れ
て
い

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
が
､
首
領
は
記
載
順
序
か
ら
み
て
最
下
級
の
職
員
で
あ

っ
た

と
推
測
さ
れ
る
｡
勃
海
使
の
構
成
を
示
す
実
例
で
あ
る
承
和
八
年
十

一
月
閏
九
月
二

十
五
日
勤
海
国
中
台
省
牒
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

勃
海
国
中
台
省
､
牒
上
､
日
本
国
太
政
官

応
差
入
観
､
貴
国
使
政
堂
省
左
允
賀
福
延
井
行
従
人
壱
侶
伍
口

一
人
便
頭

政
堂
省
左
允
賀
副
延

(副
)

一
人

副

使

王
宝
嘩

二
人
判
官

高
文
喧

三
人
録
事

高
文
宣

二
人
訳
語

李
憲
寿

二
人
史
生

王
禄
昇

一
人
天
文
生

晋
昇
堂

六
十
五
人
大
首
領

廿
八
人
棺
工

烏
孝
順

高
平
信

安
寛
喜

高
応
順

李
朝
清

牒
､
奉
処
分
､
(中
略
)
准
状
牒
上
日
本
国
太
政
官

省
､
謹
録
牒
上
､
謹
牒
､

(承
和
八
)

(10
)

成

和

十

一
年
閏
九
月
廿
五
日

牒

右
の
勃
海
侯
の
あ
り
方
は
式
制
に
類
似
す
る
が
､
異
な
る
点
と
し
て
史
生
の
下
に

天
文
生
が
置
か
れ
､
首
領
が
大
首
領
と
さ
れ
､
そ
の
次
に
棺
工
が
置
か
れ
て
い
る
0

天
文
生
は
天
体
観
測
に
よ
り
船
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
を
任
と
す
る
役
で
､
訳
請

や
史
生
に
准
ず
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
大
使

(使
頭
)
以
下
の
四
等
官
や
訳
語
･

史
生

･
天
文
生
が
少
数
の
上
級
職
な
い
し
専
門
職
を
構
成
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
0

中
台
省
牒
か
ら
窺
知
さ
れ
る
天
文
生
の
次
の
大
首
領
及
び
棺
工
は
便
構
成
員
の
大
辛

を
し
め
､
前
者
は
全
体
の
六
二
%
､
後
者
は
二
七
%
と
な
り
'
両
者
あ
わ
せ
る
と
七

九
%
と
な
る
｡
こ
の
両
者
は
､
航
海
中
の
操
船
や
船
内
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
所
役
に
従
う
人
た
ち
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
棺
の
字
義
は
秒
と
同
じ
で

船
の
棺
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
日
本
か
ら
唐
や
朝
鮮

へ
遣
わ
さ
れ
る
使
節
団
に
置
か

(‖
)

れ
た
柁
師

･
挟
秒
の
類
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
｡
大
首
領
の
方
は
全
体
の

六
割
近
-
を
占
め
る
員
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
､
船
の
漕
進
に
当
る
水
手
に
当
る

と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
尤
も
棺
工
を
工
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て
解
釈
す

れ
ば
､
船
大
工
の
要
素
を
も
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
日
本
の
道

外
使
節
団
に
は
細
工
や
船
工
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
勃
海
便
船
の
乗
舵

者
に
工
人
が
含
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
な
い
だ
ろ
う
｡

首
領
と
大
首
領
と
は
､
字
義
か
ら
す
る
限
り
上
下
の
身
分
な
い
し
職
階
差
を
示
し

後
者
は
前
者
の
上
に
位
置
す
る
か
の
如
き
感
を
与
え
る
が
､
大
蔵
省
式
賜
蕃
客
例
秦

に
は
首
領
し
か
み
え
ず
､
承
和
八
年
中
台
省
牒
に
は
大
首
領
し
か
み
え
な
い
と
こ
ろ

を
み
る
と
､
両
者
の
間
に
上
下
の
差
が
あ

っ
た
と
は
直
ぐ
に
は
云
え
な
い
よ
う
に
忠

わ
れ
る
｡
大
首
領
の
大
は
美
称
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
｡
大
王
と
い
え
ば
王

の
敬
称
で
あ
る
が
､
大
首
領
も
同
様
の
語
法
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
う
｡
中
台
省
煤

の
大
首
領
は
乗
船
員
の
約
三
分
の
二
を
占
め
､
水
夫
な
い
し
船
内
の
種
々
の
所
役
に

当
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
､
構
成
の
あ
り
方
か
ら
み
て
式
制
に
み
る
首
領
も
同
様
の



職
務
に
当
た

っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
､
仕
事
内
容
に
差
異
が
あ
っ
た
と

は
考
え
難
い
｡
中
台
省
牒
の
大
首
領
の
下
に
は
首
領
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
､
大
首
領
の
大
に
は
大
小
と
い
う
相
対
関
係
が
ら
み
の
意
味
を
欠
い
て
い
る
可

能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
｡
私
は
､
首
領
と
大
首
領
の
間
に
相
異
は
な
か
っ
た
と
し

て
よ
い
と
思
う
｡
先
に
触
れ
た

｢勅
西
南
蛮
大
首
領
蒙
帰
義
書
｣
に
は
最
有
力
者
で

あ
る
大
首
領
と
そ
の
下
の
話
合
た
る
首
領
と
が
み
え
て
い
た
が
'
勃
海
侯
の
構
成
負

中
の
首
領

･
大
首
領
は
そ
れ
と
は
意
味
合
を
異
に
し
､
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

大
首
領
も
首
領
も
操
船
や
種
々
の
船
内
役
務
に
従
事
す
る
水
手
な
い
し
そ
れ
に
樵

ず
る
人
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
首
領
の
語
義
で
あ
る
集
団
や
組
織
の
長
の
イ

メ

ー
ジ
か
ら
は
か
な
り
距

っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
承
和
八
年
中
台
省
牒
の
大
首

領
は
樹
海
使
の
三
分
の
二
弱
の
員
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
自
ら
の
下
に

他
を
従
え
て
い
る
長
と
は
見
倣
し
難
-
､
式
制
に
み
え
る
首
領
は
四
等
官

･
専
門
職

員
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
､
長
と
は
考
え
難
い
｡

潮
海
侯
の
首
領
は

『続
日
本
紀
』
に
四
力
処
程
記
載
が
み
え
､
天
平
十
二
年
正
月

丙
辰
条
に
は
､

遣
使
就
客
館
､
贈
勃
海
大
忠
武
将
軍
背
要
徳
従
二
位
'
首
領
無
位
己
閲
棄
豪
従

五
位
下
､

と
あ
り
､
来
航
途
次
船
が
遭
難
し
没
死
し
た
首
領
己
閲
案
蒙
が
従
五
位
下
の
叙
位
に

預
か
っ
て
い
る
｡
同
じ
-
水
死
し
た
胃
要
徳
が
贈
位
に
預
か
っ
て
い
る
の
は
大
使
で

あ
る
こ
と
に
依
る
が
､
他
に
水
死
し
て
い
る
首
領
が
少
な
-
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
中
で
己
閲
棄
蒙
の
み
が
贈
位
さ
れ
て
い
る
理
由
は
よ
-
判
ら
な
い
｡
或
い
は
こ
の

時
の
勃
海
侯
は
入
唐
使
判
官
平
群
広
成
を
伴

っ
て
い
る
の
で
､
首
領
な
が
ら
己
閲
秦

豪
は
広
成
同
伴
の
件
で
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
れ
は

措
い
て
､
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
首
領
己
閲
棄
蒙
が
無
位
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
｡
先
に
私
は
首
領
を
水
手
ク
ラ
ス
か
と
し
た
の
で
あ
る
が
､
勃
海
の
王
宮
内
で

官
職
を
保
持
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
｡
『続
日
本
紀
』
に
お
け
る
勃
海
便
首
領
の
初
出
は
神
亀
四
月
九
日
庚
寅
条
で
､

勃
海
郡
王
使
首
領
高
斉
徳
等
八
人
､
来
著
出
羽
国
､
遣
使
存
間
､
兼
給
時
服
､

と
み
え
て
い
る
｡
日
本
に
来
航
し
た
最
初
の
勃
海
使
関
係
の
記
事
で
あ
り
､
大
使
寧

遠
将
軍
郎
将
高
仁
義
お
よ
び
副
使
以
下
の
済
将
軍
果
毅
都
尉
徳
周
､
別
将
舎
航
ら
が

来
着
し
た
夷
地
で
殺
害
さ
れ
た
た
め
､
生
き
の
こ
っ
た
首
領
高
斉
徳
ら
が
朝
廷
の
存

間
を
う
け
時
服
を
支
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
首
領
高
斉
徳
に
は
大
使
高
仁
義

に
付
さ
れ
て
い
る
寧
遠
将
軍
郎
将
の
如
き
一屑
書
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
､
勃
海
の
官
職

を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
首
領
が
官
職
を
も
た
な
い
こ
と
が
高
斉
徳
の

場
合
か
ら
も
窺
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

日
勃
間
に
国
情
の
相
異
が
考
え
ら
れ
る
の
で
､
日
本
の
例
を
も
ち
だ
し
て
も
余
り

参
考
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
日
本
の
道
外
使
節
の
船
を
操
り
船
内
の
所
役

に
従
事
す
る
水
手
は
無
位
百
姓
で
あ
り
､
課
役
の
民
か
ら
起
用
さ
れ
て
い
た
｡
『続
日

本
紀
』
の
遣
唐
使
水
手
関
係
の
記
事
を
追

っ
て
い
-
と
､
給
復
を
行
う
と
か
房
雄
候

を
免
除
す
る
と
い
っ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
が
､
水
手
が
課
役
を
負
担
す
る
百
姓
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
操
船
と
な
る
と
誰
で
も
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

は
な
-
､
遣
唐
使
船
な
ど
の
水
手
に
は
沿
海
地
方
の
海
士
を
称
さ
れ
る
よ
う
な
人
た

ち
が
登
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
｡
『万
葉
集
』
三
八
六
九
左
注
に
対
馬

へ
板
を
送
る
船

の
柁
師
に
太
宰
府
が
筑
前
国
宗
像
郡
の
百
姓
宗
形
部
津
麻
呂
を
起
用
し
､
老
衰
し
て

い
る
津
麻
呂
は
浮
屋
郡
白
水
郎
荒
雄
に
交
替
し
て
も
ら
っ
た
と
の
伝
承
が
み
え
て
い

る
｡
津
麻
呂
や
荒
雄
の
よ
う
な
百
姓

･
白
水
部
が
道
外
使
節
船
の
水
手
に
あ
て
ら
れ



て
い
た
の
で
あ
る
｡

私
は
､
水
手
相
当
の
勃
海
使
首
領
ら
は
日
本
の
場
合
と
同
様
に
勃
海
の
沿
海
地
方

の
人
た
ち
が
起
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
｡
武
芸
の
時
代
の

勃
海
は
唐
と
抗
争
を
繰
返
し
､
唐
に
通
じ
た
弟
門
芸
の
討
殺
を
図
る
が
､
『旧
唐
書
』

勃
海
伝
に
は
､

(開
元
)

二
十
年

､
武
芸
遣
其
将
張
文
休
､
率
海
賊
攻
登
州
刺
使
葺
俊
､

と
あ
り
､
『唐
書
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
え
て
い
る
｡
勃
海
は
海
賊
-
水
軍
を
組
織

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
水
手
と
な
り
得
る
百
姓
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
｡
ま
た
天
平
十
八
年
に
は
勃
海
人
と
鉄
利
併
せ
て
千
百
余
人
が
帰
化
を
求
め
て
莱

航
し
､
宝
亀
十
年
に
も
勃
海
人

･
鉄
利
計
三
五
九
人
が
帰
化
目
的
で
出
羽
国

へ
や
っ

1H
)

て
き
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
来
航
者
は
勃
海
王
朝
の
圧
迫
を
う
け
亡
命
し
て
き
た
人
た

ち
ら
し
い
が
､
日
本
海
を
来
航
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
､
沿
海
地
方
に
少

な
か
ら
ざ
る
海
洋
民
の
い
た
こ
と
が
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

私
は
､
勃
海
侯
の
首
領
に
は
､
右
の
海
洋
民
を
主
と
す
る
人
た
ち
が
起
用
さ
れ
て

い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
｡
と
な
る
と
､
身
分
的
に
王
朝
に
出

仕
す
る
宮
人
の
如
き
と
は
考
え
難
い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
宗
像
郡
の
津
麻
呂
や
浮
屋
那

の
荒
雄
の
よ
う
な
百
姓
な
い
し
白
水
即
に
類
す
る
よ
う
な
人
た
ち
が
､
首
領
を
構
成

し
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
る
｡
右
の
考
察
に
立
つ
と
､
勃
海
使
の
首
領
に
は
実
際
に

は
､
宮
人
身
分
で
は
な
-
通
常
の
百
姓
が
任
命
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､

首
領
の
本
来
的
な
語
義
か
ら
す
れ
ば
､
通
常
の
百
姓
が
任
命
さ
れ
た
そ
れ
を
首
領
と

呼
ぶ
の
は
奇
妙
な
語
法
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
先
述
し
た
如
-
､
首
領
の
語
義
は

組
織

･
集
団
の
長
で
あ
り
､
中
国
人
が
蕃
国
の
王
や
首
長
層
を
呼
称
す
る
際
の
語
法

が
本
来
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

勃
海
人
も
首
領
な
る
語
を
含
む
中
国
皇
帝
の
勅
書
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
､
首
領
の
本
義
を
知

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
､
国
内
的
に
は
到
底
首
長
層
と

は
い
え
な
い
百
姓
を
首
領
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
結
局
､
勃
海
社
会
で
は

首
領
の
語
義
の
変
質
が
出
来
し
､
本
義
と
は
異
な
る
用
法
を
展
開
さ
せ
て
い
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
｡
こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
､
日
本
に
お
け
る
将
領

な
る
言
葉
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
｡
将
領
な
る
語
は
､
あ
り
触
れ
た
漢
語
で
軍
隊
を
釈

率
す
る
将
軍
な
い
し
将
帥
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
､
八
世
紀
の
日
本
で
は
官
工

房
の
最
末
端
職
制
を
意
味
し
て
い
た
｡

一
例
を
天
平
宝
字
七
年
正
月
三
日

｢造
東
大

(13
)

寺
告
朔
解
｣
に
と
る
と
､
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
所
に
配
置
さ
れ
､
数
人
か
ら
十
人
程
度

ま
で
の
雑
工
や
仕
丁

･
雇
人
ら
の
監
督
に
当
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
で
あ

る
｡
天
平
宝
字
五
年
六
月
辛
巳
詔
に
よ
れ
ば
､

供
奉
御
斎
雑
工
将
領
等
､
随
其
労
効
､
賜
爵
与
考
各
有
差
､
其
末
出
身
者
､
聴

預
当
官
得
考
之
例
､

と
あ
り
､
ほ
ぼ
雑
工
扱
い
で
､
例
外
的
に
御
斎
会
に
供
奉
す
る
将
領
の
み
が
得
考
級

(14
)

い
と
さ
れ
､
通
常
の
将
領
は
得
考
身
分
と
さ
れ
ず
､
白
丁
並
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

将
領
が
雑
工

･
仕
丁
を
監
督
す
る
と
い
っ
て
も
直
ち
に
は
宮
人
身
分
と
云
い
難
い
存

在
で
あ
り
､
首
長

･
首
長
層
を
称
さ
れ
る
人
た
ち
と
は
か
な
り
の
径
庭
が
あ
る
と
云

わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
｡
将
軍

･
将
帥
の
本
義
と
は
か
な
り
異
質
な
含
意
と
な
っ

て
お
り
､
将
軍

･
将
帥
よ
り
も
は
る
か
に
下
位
の
人
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

即
ち
日
本
で
は
将
領
な
る
語
が
本
義
を
逸
脱
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
､
勃
海
の
首
領
も
同
様
に
本
義
を
離
れ
百
姓
を
意
味
す
る
語
に
変

質
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

こ
こ
で

『類
衆
国
史
』
勃
海
上
､
延
暦
十
五
年
四
月
戊
子
条
に
戻
る
と
､
そ
こ
に



み
え
る
首
領
に
つ
い
て
三
様
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
､
首
領
の
本
義
に

は
惇
る
も
の
の
､
百
姓
の
意
に
と
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
仮
に
勃
海

内
に
お
い
て
首
領
が
有
力
豪
族
を
意
味
す
る
呼
称
だ
と
す
れ
ば
､
水
手
ク
ラ
ス
の
勃

海
侯
の
構
成
員
を
首
領
と
称
す
る
こ
と
は
あ
り
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
0

勃
海
内
に
お
い
て
は
百
姓
ク
ラ
ス
を
首
領
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
､
『類

衆
国
史
』
の
記
事
は
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
｡
か
か
る
推
考

に
し
て
依
拠
し
得
る
と
な
る
と
､
首
領
を
都
督

･
刺
史
よ
り
下
位
の
地
方
官
と
み
た

り
､
都
督

･
刺
史
ら
の
別
称
と
す
る
解
釈
は
成
立
し
難
い
こ
と
に
な
る
｡
樹
海
侯
に

み
る
如
-
首
領
は
使
節
団
全
体
の
三
分
の
二
弱
を
占
め
て
い
る
下
級
職
員
で
あ
る
こ

と
か
ら
み
て
､
利
便
の
下
よ
り
下
位
と
は
い
え
地
方
官
に
相
応
す
る
存
在
と
は
解
し

難
-
､
首
領
が
都
督

･
刺
史
の
別
称
と
い
う
こ
と
も
あ
り
難
い
｡
因
み
に
天
平
十

一

(15
)

年
来
朝
の
勃
海
大
使
背
要
徳
は
若
忽
州
都
督
を
帯
び
､
天
平
宝
字
二
年
に
渡
海
し
て

き
た
潮
海
大
使
揚
承
慶
は
輔
国
大
将
軍
兼
将
軍
行
木
底
州
刺
史
兼
兵
署
少
正
開
国
公

(16
)

を
帯
び
､
同
三
年
に
来
朝
し
た
大
使
高
南
中
は
輔
国
大
将
軍
兼
将
軍
玄
菟
州
刺
史
兼

(17
)

押
衛
開
国
公
に
任
じ
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
大
使
は
都
督
な
い
し
刺
史
を
帯
び
て
お
り
へ

都
督

･
刺
史
が
首
領
だ
と
す
る
と
､
大
使
も
首
領
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
が

出
来
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
矢
張
り

『類
衆
国
史
』
の
首
領
は
百
姓
を
意
味
す
る

勃
海
内
部
で
の
呼
称
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
問
題
の
文
章
に
関
L
t
｢
ソ
ノ
下
ノ
百
姓
ヲ

皆
へ
首
領
卜
日
フ
｣

と
訓
め
ば
､
そ
の
直
前
の
文
章
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
に
な
り
､
文

章
の
続
き
具
合
い
か
ら
み
て
も
百
姓
-
首
領
と
す
る
の
が
最
も
自
然
な
訓
み
で
あ
ろ

う
0以

上
勃
海
内
で
首
領
と
呼
ば
れ
る
の
が
宮
人

･
首
長
層
で
な
-
百
姓
で
あ
る
と
の

解
釈
を
述
べ
て
き
た
が
､
か
-
解
釈
す
る
と
､
勃
海
で
は
広
域
行
政
単
位

(大
村
)

に
都
督
､
よ
り
規
模
の
小
さ
い
行
政
単
位
に
刺
史
が
お
か
れ
､
そ
れ
ら
に
は
土
人
た

る
高
句
麗
人
が
任
用
さ
れ
､
抹
掲
人
か
ら
な
る
首
領
百
姓
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
｡
敢
え
て
推
測
す
れ
ば
､
勃
海
使
の
首
領
に
も
多
-
抹
掲
人
が
起
用
さ
れ
て
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

小
稿
の
結
論
は
勃
海
の
首
領
に
関
す
る
有
力
学
説
と
は
異
な
る
が
､
中
国
人
の
用

語
で
あ
る
首
領
と
勃
海
内
部
で
の
首
領
呼
称
と
の
相
違
に
注
目
す
る
と
へ
卑
案
の
如

-
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
｡
大
方
の
御
批
正
を
賜
わ
り
た
い
｡

註
(-
)

石
井
正
敏
｢勃
海
の
日
居
間
に
お
け
る
中
継
的
役
割
に
つ
い
て
｣

(

『東
方
学
』

五

一
号
所
収
)｡
猶

『続
日
本
紀
』
で
も
最
初
の
勃
海
使
来
朝
記
事
で
あ
る
神
亀

四
年
十
二
月
丙
中
条
に
お
い
て

｢勃
海
郡
旧
高
麗
国
也

(下
略
)
｣

と
い
う
､
勃

海
の
沿
革
に
触
れ
た
記
事
を
載
せ
て
い
る
｡
猶
､
『類
衆
国
史
』
延
暦
十
五
年
四

月
戊
子
条
の
勃
海
に
つ
い
て
の
記
述
に
関
し
､
｢無
州
県
館
駅
｣

の
部
分
を
州

県

･
館
駅
と
も
に
な
い
状
態
の
意
と
解
釈
し
､
延
暦
十
五
年
前
後
の
勃
海
の
覗

況
で
な
-
､
州
県
制
度
の
整

っ
て
い
な
か
っ
た
建
国
当
初
の
あ
り
方
を
示
し
て

い
る

､
と
解
す
の
が
通
例
で
あ
る
｡
し
か
し
天
平
十

一
年
に
入
朝
し
た
勃
海
大

使
背
要
徳
は
若
忽
州
都
督
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

(『続
日
本
紀
』
天
平

十

1
年
十
二
月
戊
辰
条
)､
八
世
紀
前
半
の
日
本
に
お
い
て
勃
海
に
州
県
制
度
が

布
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
-
､
延
暦
十
五
年
段
階
の
国

史
記
事
が
建
国
当
初
の
州
県
の
な
い
状
態
の
記
述
を
行

っ
て
い
る
と
は
考
え
難

い
こ
と
で
あ
る
｡
私
は
､
｢無
州
県
館
駅
｣

を

｢州
県
ノ
館
駅
ナ
シ
｣

と
訓
み
､

州
県
に
置
か
れ
る
の
が
本
来
で
あ
る
館
駅
=
駅
館
施
設
が
欠
如
し
て
い
る
の
請



に
と
れ
ば
よ
い
と
思
う
｡
『日
本
後
紀
』
が
編
ま
れ
た
九
世
紀
段
階
に
お
い
て
ち

勃
海
で
は
､
駅
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
矢
張
り
『類

衆
国
史
』
の
勃
海
沿
革
記
事
は
､
九
世
紀
段
階
に
お
け
る
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

(2
)

鈴
木
靖
民
｢勃
海
の
首
領
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
｣
(『古
代
対
外
関
係
史
の

研
究
』
(吉
川
弘
文
館
)
所
収
)｡

O
-
㊤の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
述
べ
て
い
る
論

著
に
つ
い
て
は
鈴
木
論
文
参
照
｡

(3
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
五
｡

(4
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
七
｡

(5
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
五
｡

(6
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
七
｡

(7
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
七
｡

(8
)

『全
唐
文
』
巻
二
八
七
｡

(9
)

鈴
木
靖
民
前
掲
論
文
｡

(10
)

『平
安
遺
文
』
補
四
号
｡

(H
)

日
本
の
道
外
使
節
団
の
構
成
に
つ
い
て
は
延
喜
大
蔵
省
式
入
諸
蕃
使
条
参

照

｡

(12
)

『続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
歳
末
条
｡
宝
亀
十
年
九
月
庚
辰
条
｡

(13
)

『大
日
本
古
文
書
』
五
巻
三
七
五
頁
｡
猶
､
日
本
の
将
領
な
る
語
は
土
木
建

築
に
関
わ
る
将
作
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
､
将
領
な
る
語
の

意
味
は
将
軍

･
将
帥
で
あ
る
｡

(14
)

『延
書
式
』
で
は
中
務
省
式
時
服
条
に
木
工
寮
に
十
人
､
修
理
職
に
二
二
人

の
将
領
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
､
式
部
省
式
上
に
修
理
職
の
将
領
に
考

を
与
え
る
と
定
め
て
い
る
｡
時
代
が
降

っ
た
段
階
で
､
将
領
に
時
服
支
給
や
与

考
ら
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(15
)

『続
日
本
紀
』
天
平
十

一
年
十
二
月
戊
辰
条
｡

(16
)

『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
九
月
丁
亥
条
｡

(17
)

『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
十
月
辛
亥
条
｡

(も
り
た

･
て
い

金
沢
大
学
教
育
学
部
教
授
)
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