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　本
稿
で
は
、
福
岡
藩
の
蘭
学
者
の
臓
矢
と
し
て
知
ら
れ
る
青
木
興
勝
の
長
崎
遊
学
の
実
態
を
、
新
　
　
　
　
化
は
、
興
勝
の
対
外
認
識
に
強
く
影
響
し
、
外
国
貿
易
の
有
害
、
「
鎖
国
」
の
強
化
、
海
防
の
充
実

出
史
料
『
阿
蘭
陀
問
答
』
を
翻
刻
・
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
、
長
崎
遊
学
の
経
験
が
興
勝
の
対
外
認
　
　
　
　
な
ど
と
い
っ
た
排
外
的
な
主
張
を
生
み
出
し
た
。
興
勝
の
蘭
学
は
、
純
粋
な
自
然
科
学
の
追
究
で
は

識に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
興
勝
の
長
崎
遊
学
は
、
長
崎
警
備
を
担
　
　
　
　
な
く
、
長
崎
警
備
を
担
う
福
岡
藩
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
世
界
地
理
・
国
際
情
勢
の
研
究
で
あ
り
、

当
す
る
福
岡
藩
に
と
っ
て
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
強
い
時
務
意
識
　
　
　
対
外
的
危
機
の
深
ま
り
と
い
う
時
務
意
識
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
研
究
の
た
め
に
は
、
海
外
情
報
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
長
崎
に
遊
学
し
て
蘭
学
を
修
業
し
た
支
藩
秋
月
藩
の
種
痘
医

の

収集
と
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。
福
岡
藩
の
場
合
、
長
崎
の
蔵
屋
敷
に
聞
役
を
常
駐
さ
せ
、
阿
蘭
　
　
　
　
緒
方
春
朔
と
興
勝
の
門
人
安
部
龍
平
の
場
合
に
も
共
通
す
る
。

陀
通
詞
を
掌
握
し
て
海
外
情
報
の
収
集
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
。
買
物
奉
行
と
し
て
蔵
屋
敷
に
詰
め
て
　
　
　
　
　
一
般
的
に
蘭
学
は
医
学
・
本
草
学
な
ど
の
自
然
科
学
部
門
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
が
、
福
岡
藩

い
た

興
勝
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
が
自
ら
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
の
場
合
、
本
格
的
な
蘭
学
は
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
研
究
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、

　当
時
の
長
崎
で
は
、
ロ
シ
ア
船
来
航
問
題
が
長
崎
警
備
上
の
課
題
と
な
り
、
日
蘭
貿
易
は
ア
メ
リ
　
　
　
長
崎
警
備
と
い
う
軍
役
を
幕
府
か
ら
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
階
層
を
問
わ
ず
対
外
的
危
機
を
強
く

力
傭
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
阿
蘭
陀
風
説
書
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
の
動
乱
が
報
じ
ら
れ
る
な
　
　
　
意
識
さ
せ
ら
れ
た
福
岡
藩
の
事
情
が
あ
り
、
こ
こ
に
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
の
濫
膓
の
地
域
的
特
徴

ど
、
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
か
か
る
国
際
情
勢
の
変
　
　
　
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
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は
じ
め
に

蘭
学
の
地
域
的
発
達
を
考
え
る
場
合
、
各
地
に
お
い
て
蘭
学
を
志
す
者
が
、
い
か

な
る
関
心
・
動
機
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
方
法
で
修
業
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、

基
本
的
で
は
あ
る
が
重
要
な
テ
l
マ
で
あ
ろ
う
。
蘭
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
江

戸
・
大
坂
な
ど
の
蘭
学
塾
に
入
塾
し
て
修
業
す
る
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
長
崎
に
遊
学

し
て
阿
蘭
陀
通
詞
と
の
交
流
の
な
か
で
修
業
す
る
者
も
多
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
近
世
の
長
崎
は
、
「
鎖
国
」
下
に
唯
一
聞
か
れ
た
国

際
貿
易
港
と
し
て
、
来
航
す
る
唐
船
・
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
っ
て
、
海
外
情
報
が
い
ち

早
く
伝
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
海
外
事
情
を
知
ろ
う
と
す
る
者
に

と
っ
て
、
長
崎
遊
学
は
異
国
の
人
・
物
・
情
報
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
魅
力

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
前
野
良
沢
や
大
槻
玄
沢
を
は
じ
め
、
蘭
学
修
業
を
目
的
と
し

て
長
崎
に
遊
学
し
た
蘭
学
者
は
数
多
い
。
シ

l
ボ
ル
ト
の
鳴
滝
塾
の
門
下
生
や
海
軍

伝
習
・
医
学
伝
習
の
参
加
者
も
同
様
の
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
者
の
暗
矢
と
し
て
知
ら
れ
、
世
界
地
理
や
固

際
情
勢
の
研
究
で
業
績
を
の
こ
し
た
青
木
興
勝
の
長
崎
遊
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

ぃ
。
福
岡
藩
は
、
寛
永
の
「
鎖
国
」
以
来
、
長
崎
警
備
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
長

崎
と
の
関
係
は
深
く
、
そ
の
た
め
数
多
く
の
者
が
蘭
学
修
業
を
目
的
と
し
て
長
崎
に

遊
学
し
て
お
り
、
同
藩
の
蘭
学
の
発
達
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
論
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
筑
前
出
身
で
、
シ
l
ボ
ル
ト
の
鳴
滝
塾
に
学
ん
だ
者
と
し
て
は
、
武
谷
一
冗

立
・
百
武
万
里
・
原
田
種
彦
・
有
吉
周
平
の
四
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政

二
年
(
一
八
五
五
)
に
始
ま
る
長
崎
海
軍
伝
習
に
は
、
福
岡
藩
か
ら
二
八
名
が
参
加

し
て
お
り
、
派
遣
人
数
は
諸
藩
の
な
か
で
は
佐
賀
藩
に
つ
い
で
第
二
位
で
あ
る
。
医

学
の
面
で
は
、
嘉
永
期
に
オ
ラ
ン
ダ
医
学
の
伝
習
の
た
め
に
、
河
野
禎
造
(
原
田
種

彦
の
子
)
・
塚
本
道
甫
・
有
吉
文
郁
(
有
吉
周
平
の
子
)
ら
が
長
崎
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
塚
本
道
甫
と
有
吉
文
郁
は
、
武
谷
祐
之
(
武
谷
元
立
の
子
)
の
紹
介

で
適
塾
に
学
び
、
さ
ら
に
長
崎
に
遊
学
し
て
、
文
久
元
年
(
一
八
六
一
)
に
設
立
さ

れ
た
長
崎
養
生
所
に
入
学
し
、
ボ
ン
ベ
の
指
導
を
受
け
た
。

以
上
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
長
崎
遊
学
者
の
数
例
を
挙
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ

の
よ
う
に
多
く
の
遊
学
者
を
生
み
出
し
た
背
景
に
は
、
長
崎
警
備
を
媒
介
と
し
た
福

岡
藩
と
長
崎
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
緒
方
洪
庵
が
、

蘭
書
購
入
に
あ
た
っ
て
武
谷
祐
之
ら
適
塾
出
身
の
福
岡
藩
の
医
師
た
ち
に
便
宜
を
は

か
つ
て
も
ら
っ
た
り
、
嫡
子
緒
方
惟
準
の
長
崎
遊
学
に
際
し
て
福
岡
藩
の
医
師
に
後

見
人
を
依
頼
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
福
岡
藩
と
長
崎
と
の
関
係
が
あ
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
蘭
学
者
た
ち
を
庇
護
し
た
福
岡
藩
主
黒
田
長
鴻

の
政
治
活
動
に
お
い
て
も
、
長
崎
に
伝
え
ら
れ
る
海
外
情
報
の
収
集
と
分
析
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
青
木
興
勝
に
つ
い
て
は
、
専
論
と
し
て
は
杉
本
勲
氏
の
研

究
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
杉
本
氏
は
、
蘭
学
者
と
し
て
の
興
勝

の
成
長
が
長
崎
遊
学
の
成
果
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
が
、
長
崎
に
お
け
る
蘭
学

修
業
の
実
態
な
ど
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
、
充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
興
勝
の
長
崎
に

お
け
る
蘭
学
修
業
の
目
的
や
実
態
に
つ
い
て
、
当
時
の
福
岡
藩
の
事
情
や
長
崎
を
め

ぐ
る
対
外
問
題
を
ふ
ま
え
て
追
究
す
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

福
岡
藩
か
ら
多
く
の
者
が
蘭
学
修
業
の
た
め
に
長
崎
に
向
か
っ
た
要
因
で
あ
る
、
長

崎
警
備
を
媒
介
と
し
た
福
岡
藩
と
長
崎
と
の
関
係
に
留
意
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ま

た
、
興
勝
に
と
っ
て
長
崎
遊
学
の
経
験
が
、
白
ら
の
蘭
学
研
究
、
す
な
わ
ち
世
界
地

理
や
国
際
情
勢
の
研
究
に
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
し
、
ど
の
よ
う
な
対
外
認

識
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
の
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

第
一
・
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
興
勝
の
長
崎
遊
学
中
の
著
作
で
あ
る
新
出
史
料

『
阿
蘭
陀
問
答
』
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
こ
と
で
、
長
崎
に
お
け
る
蘭
学
修
業
の
様
子

や
対
外
的
関
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
迫
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
第
三
の
課
題
と
し
て
、
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
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学
の
濫
暢
の
地
域
的
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
各
地
に
お
け
る
蘭
学
の
発
達

を
考
え
る
と
き
、
医
学
や
本
草
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
部
門
を
中
心
に
発
足
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
福
岡
藩
の
場
合
、
本
格
的
な
蘭
学
は
、
医
学
な
ど
の
分
野

で
は
な
く
、
興
勝
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
研
究
か
ら
始
ま
つ

て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
酸
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
井
上
忠
氏
は
、
福
岡
藩
の
蘭
学
の
特
色
と
し
て
、
青
木
興
勝

や
安
部
龍
平
の
よ
う
な
初
期
の
蘭
学
者
は
、
古
学
派
の
亀
井
南
冥
・
昭
陽
父
子
と
つ

な
が
り
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
蘭
学
受
容
論
の
影
響
を
受
け
て
世
界
地
理
・
歴

史
関
係
の
業
績
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
の
蘭
学
者
で
あ

る
武
谷
祐
之
や
河
野
禎
造
な
ど
は
、
亀
井
学
派
と
は
無
縁
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
格

的
な
蘭
学
を
指
向
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
杉
本
勲

氏
も
、
青
木
興
勝
の
事
績
を
通
じ
て
、
興
勝
の
蘭
学
が
純
粋
な
科
学
の
追
究
で
は
な

く
、
時
務
策
と
し
て
の
政
治
色
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

井
上
・
青
木
両
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
興
勝
と
同
じ
頃
に
活
躍
し
た
秋
月
藩
医

緒
方
春
朔
や
興
勝
の
門
人
安
部
龍
平
の
事
績
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
福
岡
藩
の
蘭
学
の

濫
悔
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ー松本英治

な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
興
勝
は
、
長
崎
に
あ
っ
て
は
福
岡
藩
の
買
物
奉
行
の

任
に
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ば
「
遊
学
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
蘭
学
修
業
が
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
長
崎
遊

[福岡藩の欄学者青木興勝の長崎遊学と対外認識]

学
」
と
称
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

@
青
木
興
勝
の
経
歴
と
著
作

青
木
興
勝
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
者
の
晴
矢
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
わ
り
に
、

経
歴
に
関
す
る
史
料
が
乏
し
い
。
そ
れ
で
も
、
『
福
岡
藩
名
家
伝
』
を
引
く
『
筑
前

人
物
志
料
野
に
掲
げ
ら
れ
た
経
歴
記
事
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
知
り
う
る
。

す
で
に
杉
本
勲
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
主
と
し

て
こ
れ
に
拠
り
つ
つ
、
興
勝
の
略
歴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

興
勝
は
、
通
称
は
次
右
衛
門
、
字
は
定
遠
ま
た
は
季
方
と
い
い
、
五
龍
山
人
・
危

言
狂
夫
と
号
し
た
。
宝
暦
一

O
年
(
一
七
六
O
)
福
岡
城
下
地
行
に
、
藩
士
百
野
嘉

内
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
は
じ
め
堀
尾
貞
幹
の
養
子
と
な
り
、
世
伝
の
兵
学
を
学

ん
だ
が
、
業
成
る
に
及
ん
で
養
父
と
反
目
し
、
堀
尾
家
を
去
っ
た
。
そ
の
後
、
青
木

武
兵
衛
の
養
子
と
な
り
、
天
明
七
年
(
一
七
七
八
)
七
月
に
青
木
家
を
継
い
だ
。
分

限
帳
の
記
載
に
拠
れ
r
u
f

無
足
組
で
、
六
人
扶
持
と
切
米
二

O
石
と
あ
る
o

興
勝
は
、

幼
少
の
頃
よ
り
読
書
を
噌
み
、
亀
井
南
冥
の
門
人
と
な
り
、
亀
井
塾
で
儒
学
を
学
ん

だ
。
学
問
は
日
々
深
ま
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
南
冥
に
師
事
す
る
こ
と
数
十
年
、
そ
の

学
識
ぶ
り
は
南
冥
に
「
異
能
の
士
」
と
目
さ
れ
、
塾
頭
を
つ
と
め
る
に
至
っ
た
と
い

う
。
天
明
四
年
に
藩
校
甘
裳
館
が
創
設
さ
れ
、
南
冥
が
そ
の
館
主
に
任
じ
ら
れ
る
と
、

天
明
七
年
、
輿
勝
は
抜
擢
さ
れ
、
弱
冠
一
九
歳
に
し
て
指
南
加
勢
役
を
命
じ
ら
れ

た。
蘭
学
を
志
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
長
崎
遊
学
以
前
か
ら
対
外

問
題
に
は
関
心
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
政
一

O
年
(
一
七
九
八
)
に
甘
業
館

が
廃
止
さ
れ
る
と
、
買
物
奉
行
に
転
じ
て
長
崎
に
砥
役
し
、
阿
蘭
陀
通
詞
に
つ
い
て

オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
、
蘭
学
を
修
業
し
た
。
帰
藩
後
は
、
藩
の
蘭
学
教
授
と
な
り
、

禄
外
に
米
一

O
包
を
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
享
和
一
克
年
で
八

O

一
)
に
『
蛮
人
白
状
解
」
を
著
す
な
ど
、
蘭
学
者
ら
し
い
活
動
が
始
ま
る
。
文
化
一
冗

年
(
一
八

O
四
)
九
月
、
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
来
航
す
る
と
、
興
勝
は

た
だ
ち
に
長
崎
に
赴
き
、
幕
府
の
対
応
が
弱
腰
で
あ
る
こ
と
を
嘆
き
、
接
夷
論
と
も

い
う
べ
き
自
己
の
意
見
を
藩
の
有
司
に
上
申
し
た
が
、
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
に
憤
激
し
た
興
勝
は
致
仕
し
、
養
子
に
跡
を
継
が
せ
て
、
自
ら
は

糟
屋
郡
篠
栗
に
隠
遁
し
た
。
致
仕
の
原
因
と
な
っ
た
興
勝
の
海
防
・
貿
易
な
ど
に
関

す
る
意
見
は
、
『
答
問
十
策
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
致
仕
後
は
、
篠
栗
で
門
弟

を
集
め
て
蘭
学
を
教
授
し
、
そ
の
風
を
聞
い
て
従
学
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
合
間
に
、
か
つ
て
東
南
ア
ジ
ア
に
漂
流
し
た
唐
泊
の
水
主
孫
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太
郎
を
招
き
、
そ
の
漂
流
談
を
考
証
し
て

そ
の
校
訂
中
に
病
に
倒
れ
、
文
化
九
年
六
月
一
六
日
、
五
一
歳
で
没
し
た
。
福
岡
城

下
薬
院
の
長
円
寺
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
が
、
現
在
、
そ
の
墓
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ

『
南
海
紀
間
」
を
ま
と
め
た
。
し
か
し
、

う
で
あ
る
。

興
勝
は
長
身
で
眼
光
鋭
く
、
性
格
的
に
は
異
常
の
熱
血
漢
で
あ
っ
た
。
時
代
の
先

覚
者
で
あ
っ
た
が
、
献
策
が
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
憤
惑
や
る
か
た
な
く
、
妥
協
の
で

き
ぬ
不
平
家
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
友
人
の
亀
井
昭
陽
が
、
『
南
海
紀
聞
』
に
寄

せ
た
序
文
に
は
、
「
鳴
呼
定
遠
奇
士
也
、
世
怪
一
一
其
所
一
レ
為
、
唯
我
先
考
(
亀
井
南

冥
|
引
用
者
註
)
謂
一
一
之
異
能
之
士
一
録
レ
之
史
、
本
藩
之
有
一
一
蛮
学
一
、
自
一
一
定
遠
」

始
」
と
あ
る
。
興
勝
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
者
の
晴
矢
と
さ
れ
る
が
、
藩
内
で

は
奇
人
と
目
さ
れ
、
不
遇
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

蘭
学
者
と
し
て
の
興
勝
の
経
歴
を
ふ
り
返
る
と
き
、
師
の
亀
井
南
冥
か
ら
受
け
た

思
想
的
影
響
は
看
過
で
き
な
い
。
興
勝
だ
け
で
な
く
、
内
野
元
華
、
安
部
龍
平
、
武

谷
元
立
な
ど
福
岡
藩
の
初
期
の
蘭
学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
亀
井
南
冥
・
昭
陽
父
子
の

門
人
な
い
し
は
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
亀
井
門
下
か
ら
蘭
学
者
を
輩
出
し
た
要
因

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
上
忠
氏
が
詳
論
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
導
か
れ
つ
つ
、
若

干
の
私
見
も
交
え
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
南
冥
・
昭

陽
の
学
問
系
統
は
但
徳
学
派
で
、
こ
れ
が
蘭
学
を
導
き
出
す
思
想
的
前
提
と
な
っ
た

一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
市
井
か
ら
福
岡
藩
に
登
用
さ
れ
た
南
冥

は
、
儒
者
と
同
時
に
医
者
も
兼
ね
、
若
い
頃
に
は
古
医
方
の
永
富
独
晴
庵
に
学
ん
だ

こ
と
が
あ
り
、
医
学
思
想
に
つ
い
て
は
、
中
国
医
学
と
オ
ラ
ン
ダ
流
医
学
の
折
衷
的

立
場
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
井
上
氏
が
い
う
よ
う
に
、
南
冥
を
蘭
学
に

向
か
わ
せ
た
最
大
の
要
因
は
、
対
外
的
危
機
が
深
ま
る
な
か
で
、
長
崎
警
備
を
遂
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
福
岡
藩
の
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
。
天
明
三
年
、
藩
校
設
立
に

あ
た
っ
て
の
「
諭
告
」
で
は
、
「
長
崎
御
番
所
別
て
重
き
御
場
所
柄
に
御
坐
候
」
と

い
う
よ
う
に
、
福
岡
藩
に
課
せ
ら
れ
た
長
崎
警
備
の
任
務
の
重
大
さ
が
強
調
さ
れ
て

い
た
。
南
冥
は
、
翌
天
明
四
年
の
甘
業
館
開
学
の
際
の
講
義
に
お
い
て
、
日
頃
の
持

論
で
あ
る
「
政
事
即
学
問
、
学
問
即
政
事
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
外

的
危
機
が
深
ま
る
な
か
で
、
時
務
と
し
て
世
界
地
理
・
国
際
情
勢
を
知
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
課
題
と
な
り
、
こ
こ
に
亀
井
門
下
か
ら
蘭
学
者
を
輩
出
し
た
要
因
が
あ
る
と

み
て
よ
か
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
西
洋
の
自
然
科
学
の
追
究
を
目
的
と
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
南
冥
の
蘭
学
観
を
継
承
し
た
昭
陽
の
場
合
も
、
外
国
の
「
情
」
と
「
変
」
、

す
な
わ
ち
地
理
と
歴
史
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
反
面
、
後
に
鳴
滝
塾
の

学
頭
と
な
っ
た
門
人
岡
研
介
に
詩
を
与
え
、
西
洋
の
自
然
科
学
を
追
究
す
る
あ
ま
り
、

人
倫
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
戒
め
る
な
ど
、
儒
者
の
経
世
論
の
範
障
を
乗
り
越
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
思
想
的
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
亀
井

南
冥
・
昭
陽
の
蘭
学
観
が
、
興
勝
や
そ
れ
に
続
く
蘭
学
者
の
思
想
に
与
え
た
影
響
は

極
め
て
大
き
い
。

最
後
に
、
興
勝
の
著
作
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
輿
勝
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
蛮
人
白
状
解
』
『
答
間
十
策
」
『
南
海
紀
聞
』
が
知
ら
れ
て
い

る
。
他
に
『
和
蘭
奇
談
』
な
る
著
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
存
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
著
作
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
輿
勝
の
対
外
認
識
に
つ
い

て
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

(
却
)

「
蛮
人
白
状
解
』
は
、
寛
永
二

O
年
(
一
六
四
三
)
に
、
筑
前
大
島
に
潜
入
し
た

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
ら
の
口
述
書
に
記
さ
れ
る
宗
教
・
地
理
用
語
を
輿
勝
が
注
解

し
た
も
の
で
、
享
和
元
年
の
成
立
で
あ
る
。
寛
永
二

O
年
五
月
、
筑
前
大
島
で
福
岡

藩
に
捕
ら
え
ら
れ
た
宣
教
師
ら
一

O
名
は
、

い
っ
た
ん
長
崎
に
護
送
さ
れ
た
後
、
江

戸
で
宗
門
改
役
井
上
筑
後
守
政
重
ら
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
ら
れ
た
。
興
勝
が
注
解
を

加
え
た
口
述
書
は
、
九
月
八
日
に
江
戸
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
興
勝
は
、

注
解
を
加
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
セ
オ
ガ
ラ

l
ヒ
l
」
「
レ
ッ
テ
ル
・
コ
ン
ス
ト
」

「
ベ
シ
ケ
レ
イ
ヒ
ン
ギ
・
セ
イ
ロ
ン
」
「
暦
算
全
書
」
と
い
っ
た
蘭
書
・
漢
書
を
利
用

す
る
と
と
も
に
、
長
崎
遊
学
中
に
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
聴
取
し
た
知
識
を
披
露

し
た
り
、
自
ら
が
長
崎
で
目
撃
し
た
絵
踏
の
様
子
を
紹
介
し
て
考
証
を
加
え
て
い
る
。

用
語
の
注
解
は
概
ね
正
確
で
、
と
り
わ
け
地
名
考
証
は
蘭
学
者
と
し
て
の
前
進
ぶ
り
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を
示
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
一
方
で
「
釈
迦
「
キ
リ
ス
テ
ス
」
『
マ
ゴ
メ
ツ
テ
」

ヲ
奉
ス
ル
教
主
ナ
レ
ド
モ
、
各
国
言
語
異
同
ア
リ
テ
、
訳
一
三
一
口
ノ
誤

等
ニ
テ
、
終
ニ
釈
氏
ノ
外
ハ
皆
邪
教
ト
ナ
レ
リ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
怪
し
げ
な
見
解

も
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
口
述
書
で
宣
教
師
が
白
状
し
た
布
教
と
侵
略
を
一
体
化
さ

せ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
行
動
を
、
「
利
ヲ
以
テ
人
ヲ
導
キ
、
他
地
ヲ
侵
略
ス
ル
ヲ
務
ト

同
ク
『
ホ
ッ
ト
」

ス
、
其
志
大
ニ
可
憎
ノ
甚
モ
ノ
ナ
リ
」
と
厳
し
く
非
難
す
る
。

「
答
間
十
島
は
、
文
化
元
年
の
レ
ザ
ノ
フ
の
長
崎
来
航
を
契
機
と
し
て
、
興
勝

が
自
己
の
海
防
・
貿
易
に
関
す
る
所
論
を
ま
と
め
た
意
見
書
で
あ
る
。
九
条
の
問
答

か
ら
な
る
が
、
適
宜
、
そ
の
内
容
を
整
理
し
、
輿
勝
の
対
外
認
識
に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
よ
う
。
日
蘭
貿
易
に
つ
い
て
は
、
「
彼
ニ
莫
大
ノ
利
ア
リ
テ
、
我
ニ
寸
厘
ノ
益

ナ
キ
」
と
述
べ
、
日
本
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
か
ら
停
止
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
と

一
方
、
日
中
貿
易
に
つ
い
て
は
、
「
彼

り
わ
け
金
銀
銅
の
輸
出
禁
止
を
建
言
す
る
。

カ
帯
来
ル
薬
材
一
日
モ
ナ
ク
テ
叶
へ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
理
由
で
、
例
外
的
に
許
容
す

る
立
場
を
と
る
。
ま
た
、
前
年
の
享
和
三
年
に
長
崎
に
交
易
を
求
め
て
来
航
し
た
ア

メ
リ
カ
船
を
論
じ
、
拒
絶
し
た
長
崎
奉
行
の
対
応
を
「
鎮
台
神
祖
ノ
御
法
度
ヲ
守
リ
、

許
サ
ス
シ
テ
返
サ
レ
シ
ハ
、
実
ニ
明
議
ナ
リ
」
と
評
価
す
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
シ
タ

ロ
シ
ア
と
て
格
別
で
は
な
く
、
「
横
文
字
ノ
国
ハ
悉
ク
御
制
禁

ン
の
禁
制
に
ふ
れ
、

ト
心
得
然
ル
ヘ
キ
カ
」
と
述
べ
、
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
そ
の
野
心
に
警
鐘
を
鳴
ら

し
、
「
是
ハ
古
ハ
何
船
ノ
例
、
彼
ハ
切
利
支
丹
、
是
ハ
商
船
ナ
ト
ト
区
々
タ
ル
評
議

ヲ
以
テ
是
ヲ
緩
ヤ
ニ
セ
ハ
、
後
悔
隣
ヲ
噛
ト
モ
及
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
新
規
の

外
交
関
係
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
以
上
の
論
点
で
い
え
ば
、
日
下
の
課
題

で
あ
る
レ
ザ
ノ
フ
へ
の
対
応
は
、
拒
絶
以
外
あ
り
得
な
い
。
レ
ザ
ノ
フ
へ
の
対
応
と

し
て
、
通
信
関
係
は
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
貿
易
な
ら
許
し
て
も
よ
い
が
、

現
状
で
は
国
内
の
産
物
に
余
裕
が
な
い
の
で
、
五

O
年
後
に
余
裕
が
で
れ
ば
許
容
す

る
こ
と
な
ど
を
提
案
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
真
意
は
「
本
ヨ
リ
絶
ノ
主
意
」
に
あ
る

こ
と
を
強
調
す
る
。

つ
い
で
、
海
防
策
を
展
開
し
、
輸
出
用
の
銅
で
石
火
矢
を
製
造
す
る
な
ど
の
武
備

の
充
実
を
説
き
、
海
防
強
化
の
た
め
に
参
勤
交
代
の
緩
和
を
提
案
し
て
い
る
。
蘭
学

の
功
罪
に
つ
い
て
は
、
「
其
益
ア
リ
ト
云
ハ
、
警
ヘ
ハ
四
方
万
国
ノ
広
狭
遠
近
、
其

俗
ノ
智
思
議
馴
坐
シ
テ
是
ヲ
察
、
ン
、
我
経
国
ノ
画
策
ニ
用
ユ
ル
コ
ト
」
と
述
べ
、
世

界
地
理
の
研
究
な
ど
は
経
世
と
し
て
役
立
つ
と
す
る
一
方
、
「
其
害
ア
リ
ト
一
五
ハ
、

警
へ
ハ
彼
カ
天
文
測
量
ノ
巧
ミ
ナ
ル
ニ
骸
テ
、
徒
ニ
奇
怪
ノ
説
ヲ
講
シ
テ
庸
俗
ヲ
惑

シ
、
或
ハ
其
源
詳
ナ
ラ
サ
ル
奇
薬
等
ヲ
用
」
と
し
て
、
天
文
・
測
量
・
医
学
な
ど
の

分
野
に
つ
い
て
は
そ
の
科
学
的
知
識
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
西
洋
を
礼
賛
す
る
蘭

い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ン
ダ
正
月
の
祝
宴
を
批
判
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
輿
勝
の
主
張
に
は
、
強
い
対
外
的
危
機
感
が
読
み
と
れ
る
が
、
全

学
者
を
攻
撃
し
、

般
的
に
儒
者
の
経
世
論
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
た
だ
し
、
興
勝
の
排
外
的
な
主
張

は
、
同
時
代
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
興
勝
の
長
崎
遊
学
と

ほ
ぽ
同
時
期
に
『
鎖
国
論
』
を
訳
述
し
た
志
筑
忠
雄
の
場
合
も
、
西
洋
の
宗
教
・
人

(
お
)

間
へ
の
反
感
が
明
確
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
幕
政
レ
ベ
ル
で
は
、
ラ
ク
ス
マ

ン
・
レ
ザ
ノ
フ
の
来
航
と
そ
の
対
応
を
通
じ
て
、
「
鎖
国
祖
法
観
」
が
打
ち
出
さ

叩
レ
ザ
ノ
フ
に
与
え
た
教
諭
書
に
お
い
て
外
国
貿
易
が
無
用
で
あ
る
こ
と
を
幕
府

自
ら
明
言
し
て
い

M
r
す
な
わ
ち
、
幕
政
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
知
識
人
世
界
に
お

い
て
も
、
対
外
的
危
機
が
表
面
化
す
る
な
か
で
、
従
来
の
対
外
関
係
が
固
定
的
に
と

ら
え
ら
れ
、
排
外
的
な
対
外
認
識
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
と
も

あ
れ
、
興
勝
の
意
見
は
、
福
岡
藩
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
師
の
亀
井
南

冥
が
自
作
の
触
れ
込
み
で
「
答
間
十
策
』
を
水
戸
藩
主
徳
川
治
紀
に
献
上
し
て
、
賞

賛
を
受
け
、
後
に
は
徳
川
斉
昭
の
外
国
貿
易
拒
絶
論
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。

『
南
海
紀
酢
は
、
唐
泊
の
水
主
孫
太
郎
の
東
南
ア
ジ
ア
漂
流
に
関
す
る
編
著
書

で
あ
る
。
明
和
一
冗
年
(
一
七
六
回
)
、
孫
太
郎
ら
が
乗
る
筑
前
の
廻
船
伊
勢
丸
は
暴

風
に
あ
っ
て
漂
流
し
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
に
漂
着
し
た
。
乗
組
員
は
奴
隷
に
さ
せ
ら
れ

た
り
、
病
死
し
た
り
し
て
離
散
し
た
が
、
そ
の
中
で
ボ
ル
ネ
オ
島
の
パ
ン
ジ
ヤ
ル
マ

シ
ン
の
華
僑
の
下
男
と
な
っ
た
孫
太
郎
た
だ
一
人
が
、
明
和
八
年
に
オ
ラ
ン
ダ
船
で

長
崎
に
送
還
さ
れ
た
。
興
勝
は
孫
太
郎
を
し
ば
し
ば
招
い
て
漂
流
見
聞
を
問
い
質
し
、
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自
ら
の
考
証
を
加
え
て
、
漂
流
の
顛
末
と
滞
留
し
た
各
地
の
風
俗
・
物
産
・
一
言
語
な

ど
を
『
南
海
紀
聞
』
と
し
て
ま
と
め
た
。
寛
政
六
年
以
前
に
一
応
は
脱
稿
し
て
い
た

(
お
)

と
い
う
が
、
致
仕
し
て
篠
栗
に
隠
遁
し
た
後
も
孫
太
郎
を
招
き
、
そ
の
校
訂
作
業
に

努
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
南
海
紀
聞
』
は
、
輿
勝
の
死
後
、
弟
子
の
蘭
学
者
安

部
龍
平
と
金
石
文
学
者
梶
原
景
照
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
、
亀
井
昭
陽
の
序
文
を
付
し

て
、
文
政
三
年
(
一
八
二

O
)
に
刊
行
さ
れ
た
。
孫
太
郎
の
漂
流
は
、
当
時
と
し
て

は
珍
し
い
南
方
へ
の
漂
流
で
あ
っ
た
た
め
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
含
め
て
数
多
く
の
漂

流
記
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
「
南
海
紀
聞
」
は
、
興
勝
自
身
が
、
孫
太
郎
へ

の
直
接
聴
取
を
も
と
に
、
風
説
書
・
舶
来
書
籍
な
ど
に
よ
る
考
証
を
加
え
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
実
証
的
内
容
は
、
当
時
の
み
な
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
ボ
ル
ネ
オ
島

付
近
の
民
俗
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

『
南
海
紀
聞
』

の
記
述
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
精
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、

流
民
の
日
で
見
た
南
方
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
勢
力
の
拡
張
で
あ
る
。
「
和
蘭
人
、
文

一
漂

郎
馬
神
(
パ
ン
ジ
ヤ
ル
マ
シ
ン
引
用
者
註
)

の
地
を
択
ぴ
、
商
館
を
築
く
こ
と
、

城
郭
の
如
く
、
石
火
矢
を
備
へ
、
要
害
厳
重
に
構
へ
た
る
は
、
蕃
酋
を
慣
ら
ざ
る
様

子
な
り
」
と
い
っ
た
記
述
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
植
民
地
化
の
進
展
を
如
実
に
伝
え

(
却
)

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
当
時
の
蘭
学
者
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

「
固
よ

り
轟
爾
た
る
南
蛮
海
陳
の
頑
民
、
利
を
冒
り
生
を
倫
む
の
阻
俗
に
し
て
、
称
述
す
べ

き
こ
と
な
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
南
方
の
民
に
対
す
る
愚
民
観
が
根
底
に
あ
る
。

興
勝
は
「
南
国
の
人
は
多
愚
に
し
て
、
北
士
の
人
は
必
づ
智
あ
り
」
と
い
う
。
南
方

は
愚
民
ゆ
え
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
侵
略
さ
れ
る
あ
わ
れ
な
存
在
で
あ
る
が
、
北
方

に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
強
大
化
は
そ
の
知
略
に
基
づ
い
て
い
る
と
警
鐘
す
る
。
こ
の
よ

う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
東
漸
が
、
興
勝
の
対
外
的
危
機
感
を
増
幅
さ
せ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

@
青
木
興
勝
の
長
崎
遊
学

寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
亀
井
南
冥
の
廃
瓢
事
件
後
、
西
学
問
所
甘
裳
館
は
衰
退

し
、
寛
政
一

O
年
に
同
館
が
焼
失
す
る
と
廃
校
処
分
と
さ
れ
た
。
商
学
総
請
持
の
江

上
源
蔵
、
指
南
本
役
の
亀
井
昭
陽
以
下
は
解
職
さ
れ
て
平
士
と
さ
れ
、
藩
中
の
学
徒

は
す
べ
て
東
学
問
所
修
猷
館
に
入
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
甘
業
館
の
廃
校
に
つ
い

て
は
、
藩
首
脳
が
、
幕
府
の
寛
政
異
学
の
禁
の
趣
旨
に
よ
っ
て
断
を
下
し
た
と
い
う

の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
指
南
加
勢
役
で
あ
っ
た
青
木
輿
勝
も
解
職

さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
興
勝
は
買
物
奉
行
に
任
じ
ら
れ
、
長
崎
に
お
い
て
蘭
学

を
本
格
的
に
学
ぶ
機
会
を
得
た
。
杉
本
勲
氏
は
、
甘
裳
館
の
廃
校
処
分
と
い
う
状
況

の
な
か
で
、
「
興
勝
が
買
物
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
異
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
「
異
例
」
に
も
長
崎
に
遊
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
対
外
情

勢
と
福
岡
藩
の
事
情
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

寛
政
期
は
、

ロ
シ
ア
の
接
近
が
現
実
の
問
題
と
な
り
、
幕
藩
領
主
に
対
外
的
危
機

が
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
寛
政
四
年
、

ロ
シ
ア
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
が
根

室
に
来
航
し
、
漂
流
民
の
送
還
と
と
も
に
通
商
を
要
求
し
た
。
老
中
松
平
定
信
を
中

心
と
す
る
幕
府
は
、
要
求
を
拒
絶
し
て
ロ
シ
ア
と
の
紛
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
恐

れ
、
通
商
開
始
を
も
覚
悟
し
、
ラ
ク
ス
マ
ン
に
長
崎
入
港
許
可
証
で
あ
る
信
牌
を
授

け
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
長
崎
で
は
、
西
国
一
四
藩
の
聞
役
を
呼
び
出
し
、

信
牌
を
持
参
す
る
ロ
シ
ア
船
の
来
航
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
通
達
し
、
こ
こ
に
ロ
シ

ア
船
来
航
時
の
警
備
問
題
が
浮
上
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
佐
賀
藩
と
と
も

に
長
崎
警
備
を
課
せ
ら
れ
た
福
岡
藩
に
と
っ
て
、
そ
の
対
応
は
急
務
で
あ
っ
た
。
詳

(
M
)
 

細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
福
岡
・
佐
賀
両
藩
は
長
崎

警
備
の
強
化
の
た
め
に
石
火
矢
を
献
上
し
た
り
、
長
崎
聞
役
が
阿
蘭
陀
通
詞
を
介
し

て
熱
心
に
海
外
情
報
の
収
集
に
つ
と
め
る
な
ど
、
か
な
り
積
極
的
な
対
応
が
行
わ
れ
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
福
岡
藩
で
は
、
世
界
地
理
や
国
際
情
勢

を
知
る
手
段
と
し
て
蘭
学
が
評
価
さ
れ
、
『
南
海
紀
聞
』
の
編
纂
に
手
を
つ
け
る
な

ど
、
対
外
問
題
に
関
心
が
深
い
興
勝
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
と
き
の
福
岡
藩
主
黒
田
斉
清
は
、
後
に
蘭
癖
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

こ
の
と
き
わ
ず
か
四
歳
の
幼
少
で
、
長
崎
警
備
は
支
藩
の
秋
月
藩
主
黒
田
長
箭
に
任

さ
れ
て
い
抗
「
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
亀
井
南
冥
と
黒

田
長
辞
の
関
係
で
あ
る
。
南
冥
は
、
甘
裳
館
開
館
以
来
、
秋
月
藩
と
は
縁
が
深
く
、

南
冥
の
廃
瓢
事
件
後
も
、
長
野
は
、
南
冥
が
著
し
た
「
論
語
語
由
』
に
序
文
を
寄
せ

(

町

四

)

る
な
ど
、
そ
の
親
好
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
興
勝
の
長
崎
遊
学

に
関
し
て
も
、
南
冥
・
長
野
の
両
者
が
様
々
な
便
宜
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

(
幻
)

当
時
、
興
勝
が
親
し
く
交
友
し
て
い
た
人
物
に
内
野
一
冗
華
が
い
る
。
元
華
は
、
福

同
藩
士
と
し
て
長
崎
警
備
の
任
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
西
洋
事
情
に
も
関
心

を
持
ち
、
日
本
と
中
国
・
西
洋
と
の
農
政
事
情
な
ど
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
福
岡

[福岡藩の蘭学者青木興勝の長崎遊学と対外認識1・ 松本英治

藩
に
お
け
る
殖
産
興
業
策
を
提
唱
し
た
『
済
民
草
書
」
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。
興
勝

よ
り
一
七
歳
年
上
な
が
ら
も
、
南
冥
に
師
事
し
た
同
門
の
間
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
両

者
は
親
し
く
交
際
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
元
華
は
、
「
青
木
五
竜
の
長
崎
に
行
く

(
お
)

を
送
る
」
と
題
し
た
次
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
。

知
君
己
到
一
一
長
崎
陽

征
戊
年
々
此
慕
レ
兵

只
道
一
人
通
二
万
国
一

初
知
西
客
達
一
一
東
洋
一

白曽
髪憐

一-23 天

芸唇
相不
問怯

)種

今
看
二
芳
蘭
猶
有
一
レ
香

風
流
独
臥
一
一
大
明
堂
一

列
士
如
レ
雲
勢
壮
哉

吾
藩
久
保
鎮
西
台

夜
静
群
営
連
一
一
絶
墜

天
寒
大
柏
崎
動
↓
一
迅
雷
一

猶
聞
華
客
包
第
入

更
説
蘭
人
重
訳
来

西
域
典
書
稀
一
一
解
者
一
非
レ
君
誰
是
此
文
開

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
東
漸
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
長
崎
警
備
を
担
当
す
る
福
岡

藩
の
重
責
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
元
華
が
果
た
し
得
な
か
っ
た
蘭
学

の
本
格
的
修
業
を
輿
勝
に
託
し
、
長
崎
遊
学
の
快
挙
を
激
励
し
て
祝
福
し
た
詩
で
あ

る
。
興
勝
の
長
崎
遊
学
は
、
亀
井
一
門
の
悲
願
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
従
来
、
長
崎
遊
学
中
の
興
勝
の
様
子
は
、
杉
本
勲
氏
が
紹
介
す
る
『
筑
前

人
物
志
料
集
」
の
略
伝
か
ら
知
り
得
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
た
。
私
見
を
加
え
た
い

箇
所
も
あ
る
の
で
、
関
係
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

寛
政
年
間
、
館
廃
せ
ら
れ
買
物
奉
行
に
転
し
長
崎
に
祇
役
す
、
我
福
岡
藩
は

世
々
長
崎
辺
鎮
を
領
す
れ
と
も
、
鎖
国
の
久
し
き
、
宅
も
海
外
の
情
勢
を
知
る

も
の
な
し
、
慨
然
謂
ら
く
彼
か
情
状
を
諦
知
せ
ん
と
欲
せ
は
、
宜
く
彼
れ
の
書

を
読
ま
さ
る
べ
か
ら
す
と
、
和
蘭
訳
官
猪
股
某
に
就
て
蘭
語
を
学
ひ
、
置
勉
刻

苦
殆
ん
と
寝
食
を
忘
る
に
至
る
、
藩
侯
其
志
を
嘉
み
し
学
資
若
干
を
給
与
す
、

固
よ
り
不
擦
の
精
神
を
有
し
て
志
を
立
た
る
に
、
又
藩
の
助
を
得
た
る
を
以
て
、

臨
膿
王
良
に
遭
て
愈
々
駿
な
る
に
似
て
、
其
進
歩
神
速
、
忽
ち
別
て
機
軸
を
出

す
、
寛
政
十
二
年
職
を
免
し
、
一
代
蘭
学
教
授
を
専
任
す
る
事
を
命
す
、
其
料

に
禄
外
に
毎
年
米
拾
直
を
給
せ
ら
る
、

ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
輿
勝
は
長
崎
に
お
い
て
は
、
買
物
奉
行

の
任
に
あ
り
、
福
岡
藩
の
蔵
屋
敷
に
詰
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
国
諸
藩
が
長

崎
に
設
置
し
た
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
は
、

藩
と
長
崎
奉
行
所
と
の
聞
の
政
治
的
連
絡
・
折
衝
で
あ
る
。
奉
行
所
か
ら
の
諸
事
連

絡
を
国
元
に
伝
達
し
た
り
、
軍
役
と
し
て
課
さ
れ
た
長
崎
警
備
を
長
崎
奉
行
の
指
示

の
も
と
で
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
海
外
情
報
を
は

じ
め
と
す
る
公
式
・
非
公
式
の
情
報
を
収
集
・
伝
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

第
二
は
、
国
産
品
の
販
売
や
貿
易
品
の
購
入
で
あ
る
。
長
崎
町
人
を
御
用
達
商
人
と

し
て
、
聞
役
の
も
と
で
事
務
処
理
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
蔵
屋
敷
は
専
ら
長
崎
市
場
と

藩
と
を
結
ぶ
経
済
的
な
機
能
を
も
っ
た
。
第
三
は
自
国
出
身
の
旅
人
・
商
人
の
人
的

掌
握
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
往
来
手
形
の
確
認
と
武
士
の
添
状
発
給
な
ど
で
、
自
国
出

身
者
を
蔵
屋
敷
の
も
と
で
掌
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
長
崎
の
蔵
屋
敷
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は
、
人
的
・
物
的
関
係
が
交
錯
す
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
あ
り
、
興
勝
の

長
崎
遊
学
に
と
っ
て
有
利
な
環
境
で
あ
っ
た
。

興
勝
が
任
務
と
し
た
買
物
奉
行
と
は
、
蔵
屋
敷
に
お
け
る
第
二
の
任
務
と
関
わ
り

あ
う
も
の
で
あ
る
。
分
限
帳
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
役
料
米
八
俵
、
小
者
給
米
拾
弐

俵
」
と
あ
り
、
無
足
組
の
藩
士
が
就
任
す
る
役
職
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
蔵
屋
敷
に
お

け
る
買
物
奉
行
の
任
務
は
、
総
責
任
者
で
あ
る
長
崎
聞
役
の
下
に
あ
っ
て
、
貿
易
品

を
購
入
す
る
こ
と
に
あ
る
。
進
物
用
の
舶
来
品
や
藩
主
や
藩
主
の
子
女
の
使
用
品
、

あ
る
い
は
幕
府
や
他
藩
へ
の
贈
答
品
な
ど
を
注
文
に
応
じ
て
購
入
す
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
極
め
て
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
品
の
売
買
へ

の
関
与
は
、
興
勝
に
箸
修
品
・
医
薬
品
の
輸
入
や
銅
の
輸
出
な
ど
の
現
状
を
知
ら
し

め
、
ひ
い
て
は
『
答
問
十
策
』

で
主
張
す
る
外
国
貿
易
無
用
論
を
生
み
出
す
要
因
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
語
の
習
得
に
関
し
て
は
、
「
和
蘭
訳
官
猪
股
某
」
に
つ
い
て
学
ん
だ
と

い
う
。
こ
の
「
猪
股
某
」
に
つ
い
て
は
、
杉
本
勲
氏
は
未
詳
と
し
つ
つ
も
、
文
化
九

年
(
一
八
二
一
)
の
『
長
崎
諸
役
人
井
寺
社
山
伏
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
小
通
詞
末

席
の
猪
股
伝
次
右
衛
門
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
見
解

に
は
異
論
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
伝
次
右
衛
門
は
、
福
岡
藩
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
阿
蘭
陀
通
詞
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
猪
股

伝
次
右
衛
門
は
、
名
を
昌
永
と
い
い
、
「
ツ

1
ブ
ハ
ル
マ
』

の
反
訳
校
訂
に
つ
と
め

る
な
ど
頗
る
オ
ラ
ン
ダ
語
に
通
じ
、
そ
の
語
学
力
・
学
識
は
シ

l
ボ
ル
ト
も
高
く
評

価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
に
没
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
る
が
、
生
年
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
政
八
年
に
長
子
源
三
郎
が
誕
生
し
て

お
り
、
興
勝
が
長
崎
に
遊
学
し
て
い
た
当
時
に
は
、
す
で
に
青
年
の
域
に
達
し
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
福
岡
藩
の
藩
政
史
料
の
な
か
に
は
、
『
阿
蘭
陀
壱
番
船
弐
番
船
之
風

説
書
井
諸
書
付
』
と
題
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
政
二
年
の
風
説

書
・
積
荷
目
録
・
乗
船
員
名
簿
の
写
し
で
あ
る
が
、
末
尾
に
は
「
右
之
通
御
座
候
、

以
上
」
「
卯
六
月
廿
四
日

伝
次
右
衛
門
が
福
岡
藩
に
呈
上
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
阿
蘭
陀
風
説
書
な

ど
の
海
外
情
報
は
、
表
向
き
は
他
見
を
は
ば
か
る
機
密
情
報
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

猪
股
伝
次
右
衛
門
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

長
崎
警
備
に
関
わ
る
西
国
諸
藩
に
と
っ
て
、
情
報
の
有
無
は
藩
の
存
亡
に
関
わ
る
一

大
事
で
あ
る
た
め
、
翻
訳
に
あ
た
る
阿
蘭
陀
通
詞
を
「
御
出
入
通
詞
」
な
ど
と
し
て

掌
握
し
、
長
崎
聞
役
を
通
じ
て
こ
れ
ら
機
密
情
報
の
収
集
・
伝
達
に
あ
た
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
伝
次
右
衛
門
は
、
た
ん
に
興
勝
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
教

授
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
機
密
と
さ
れ
る
海
外
情
報
の
提
供
者
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
阿
蘭
陀
通
詞
か
ら
得
た
海
外
情
報
が
、
興
勝
の
対
外
認
識

の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

興
勝
が
蘭
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
「
筑
前
人
物
志
料
集
』
の
記
述
か
ら
、
福

岡
藩
当
局
の
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
を
、
以

下
に
掲
げ
よ
う
。

買
物
奉
行

青
木
次
右
衛
門

去
午
年
長
崎
表
江
為
詰
方
被
指
遣
置
候
処
、
和
蘭
学
一
件
ニ
付
、
無
拠
物
入
多
、

内
々
致
困
窮
候
趣
相
達
、
依
之
以
別
儀
、
銀
子
壱
貫
八
百
七
拾
目
拝
領
被
仰
付

候
事
、

寛
政
十
二
年
七
月
十
六
日

す
な
わ
ち
、
蘭
学
修
業
に
費
用
が
か
か
っ
て
困
窮
し
て
い
る
興
勝
に
対
し
て
、
寛

政
一
二
年
七
月
、
藩
が
学
資
を
給
与
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
「
和
蘭
学

一
件
」
と
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
興
勝
の
蘭
学
修
業
は
、
福
岡
藩
の
公
務
の
一
環

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
長
崎
遊
学
中
の
興
勝
は
、

「
不
捷
の
精
神
」
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
結
果
、
蘭
学
修
業
は
「
其
進
歩
神
速
、
忽

ち
別
て
機
軸
を
出
す
」
と
い
う
上
達
ぶ
り
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
何
か
と
勉
学
の
費

用
が
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
支
給
さ
れ
た
「
銀
子
壱
貫
八
百
七
拾
日
」
は
、
か
な
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り
の
大
金
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
買
物
奉
行
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
、
蘭
書
購

入
の
費
用
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
筑
前
人
物
志
料
集
」
に
よ
れ
ば
、
興
勝
は
寛
政
一
二
年
に
は
買
物
奉
行
の
職
を

免
じ
ら
れ
、
帰
藩
し
て
初
代
蘭
学
教
授
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
輿

勝
の
経
歴
の
な
か
で
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
異
論
が
あ
る
の
で
検
討
し
て
お
く
。

興
勝
が
、
帰
藩
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
何
も
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
、
『
通
航
一
覧
」
は

『
嘆
詠
余
話
」

の
次
の
よ
う
な
話
を
掲
げ
て

い
る
。

チ
モ
ル

享
和
元
年
、
肥
前
回
五
島
へ
、
印
度
の
南
島
地
問
と
い
ふ
所
を
出
帆
せ
し
乗
合

船
一
般
漂
着
あ
り
し
を
、
長
崎
港
へ
栢
廻
さ
れ
、
御
吟
味
あ
り
し
時
、
筑
前
の

家
士
青
木
某
と
い
ふ
も
の
長
崎
屋
敷
に
詰
合
し
か
、
此
男
頗
諸
蛮
国
の
事
弁
へ

し
も
の
に
て
、
其
節
通
事
か
た
よ
り
の
書
上
を
見
て
、
地
名
相
違
の
よ
し
何
心

な
く
い
ひ
け
れ
は
、
通
事
等
不
快
に
思
ひ
て
、
其
聞
役
ま
で
云
々
の
事
断
り
し

故
、
拠
な
く
青
木
は
本
国
へ
差
戻
さ
れ
し
ょ
し
、
予
近
頃
其
伝
説
を
聞
り
、
其

地
名
知
何
間
違
し
を
詰
り
し
等
の
次
第
は
聞
さ
れ
と
も
、
曽
て
其
頃
の
通
事
の

書
上
を
得
て
写
し
置
る
あ
り
、
最
初
の
書
上
に
、
水
夫
之
内
に
は
、
ボ
ル
ネ
ヲ
、
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リ
ユ
コ
リ
ニ
ア
と
申
所
之
者
も
罷
在
云
々
、
又
後
に
は
、
乗
組
の
内
、
リ
ユ
コ

リ
ニ
ヤ
、
又
ル
ソ
ン
の
者
も
有
之
候
由
、
併
何
れ
も
洋
中
に
て
死
去
云
々
、
又

一
通
に
は
、
ボ
ル
ネ
オ
国
之
内
、
リ
ユ
ソ
ン
と
申
所
之
者
有
之
、
右
呂
宋
国
之

リ
ユ
ソ
ン
に
て
は
無
御
座
候
云
々
、
こ
れ
前
後
申
紛
し
な
り
、
青
木
は
通
事
の

仕
癖
を
知
ら
す
、
思
ひ
し
ま
、
を
不
審
せ
し
な
る
へ
し

こ
こ
で
い
う
「
青
木
某
」
が
、
興
勝
を
指
す
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
史

料
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
五
島
へ
の
漂
着
船
の
長
崎
に
お
け
る
対
応
と
は
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
享
和
元
年
(
一
八

O
一
)
九
月
二
日
、
五
島
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
が
漂
着

し
た
。
漂
着
船
は
長
崎
ま
で
回
航
さ
れ
、
九
名
の
乗
組
員
は
長
崎
奉
行
所
の
も
と
で

取
り
調
べ
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
乗
組
員
は
ア
ン
ボ
ン
出
身
の
男
女
七
名
と
中
国

人
二
名
と
判
明
し
、
翌
年
、
乗
組
員
九
名
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
ラ
ン
ダ
船
と
中
国
船
で
送

還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
取
り
調
べ
に
お
い
て
、
こ
の
漂
着
船
は
ア
ン
ボ
ン
船
と

(
印
)

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
マ
カ
オ
仕
立
て
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
、
漂
着
民
九

名
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
土
の
住
民
で
あ
る
こ
と
は
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ワ
ル
デ
ナ
l
ル

や
荷
倉
役
ド
ゥ

l
フ
が
行
っ
た
訊
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
長
崎
奉
行
成
瀬

因
幡
守
正
定
と
阿
蘭
陀
通
詞
ら
は
、
制
禁
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
あ
る
こ
と
が
幕
府
に

知
ら
れ
、
処
刑
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
漂
着
船
を
ア
ン
ボ
ン
船

と
い
う
こ
と
で
処
理
し
た
の
で
あ
る
。

禁
制
と
さ
れ
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
に
関
係
す
る
漂
流
・
漂
着
の
場
合

は
、
国
名
・
地
名
を
偽
っ
て
処
理
す
る
の
が
阿
蘭
陀
通
詞
や
唐
通
事
の
仕
来
り
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
阿
蘭
陀
通
詞
は
、
慣
例
に
従
っ
て
地
名
を
偽
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
興
勝
に
指
摘
さ
れ
、
績
に
さ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
阿
蘭
陀

通
詞
は
、
福
岡
藩
の
聞
役
ま
で
「
云
々
の
事
断
り
し
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
機
密
と

さ
れ
る
海
外
情
報
の
提
供
を
断
る
と
い
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
聞
役
に
し
て
み
れ
ば
、

以
後
の
情
報
収
集
に
支
障
が
出
て
は
困
る
の
で
、
仕
方
な
く
責
任
を
と
ら
せ
る
か
た

ち
で
興
勝
を
帰
藩
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
件
は
、
享
和
元
年
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
輿
勝
の
帰
藩
と
蘭
学
教
授

へ
の
就
任
は
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
寛
政
一
二
年
で
は
な
く
、
享
和
一
冗
年
と
訂
正
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
事
件
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
領
か
ら

の
密
入
国
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
危
険
性
を
、
輿
勝
に
強
く
抱
か
せ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
同
年
に
『
蛮
人
白
状
解
』
を
著
し
た
直
接
の
動
機
は
、
こ
の
事
件
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
答
問
十
策
」
に
お
い
て
、
「
臥
亜
・
日
宋
等
ノ
地
ニ
至
ル

者
回
ル
ト
キ
ハ
斬
罪
ノ
法
ナ
リ
」
と
強
調
す
る
の
は
、
国
名
・
地
名
を
偽
る
阿
蘭
陀

通
詞
の
仕
来
り
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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@
『
阿
蘭
陀
問
答
』

の
検
討

一
読
す
る
に
、
「
未
」
の
年
に
、
あ
る
人
物
が
「
吉
雄
幸
朔
」
と
と
も
に
出
島
に

出
向
い
た
際
、
「
地
理
及
ひ
欧
遅
巴
諸
国
之
只
今
之
模
様
」
に
つ
い
て
、
「
ゲ
l
子
マ

ン
」
と
か
わ
し
た
十
カ
条
の
問
答
録
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
『
阿

蘭
陀
問
答
』
が
、
青
木
興
勝
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
い
。

興
勝
は
、
「
蛮
人
白
状
解
』
に
お
い
て
、

予
曽
テ
西
洋
館
ニ
至
リ
、
欧
羅
巴
人
ロ
イ
ン
ド
ル
ト
・
ゲ
l
子
マ
ン
ス
ト
云
ル

者
ニ
ア
ヒ
、
彼
国
ノ
天
文
地
理
兵
術
等
ノ
コ
ト
ヲ
開
ク
、
ゲ
l
子
マ
ン
ス
諸
書

ヲ
講
説
ス
ル
ウ
チ
、
間
々
教
法
ノ
片
端
其
言
ニ
ア
ラ
ハ
ル
、
事
ア
リ

と
記
し
、
長
崎
遊
学
中
に
出
島
に
出
向
い
て
「
ゲ
l
子
マ
ン
ス
」
か
ら
聞
い
た
知
識

を
披
露
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
『
阿
蘭
陀
問
答
』

の
内
容
に
た
い
へ
ん
よ
く
符
号

す
る
。「ゲ

1
子
マ
ン
」
は
、

レ
ナ
ル
ド
・
ヘ

1
ネ
マ
ン
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
I
ネ
マ

ン
ス
は
、

ヘ
ン
ミ
l
が
商
館
長
を
務
め
て
い
た
こ
ろ
に
、
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
商

一
八

O
O
年
(
寛
政
一
二
)

館
員
補
で
、

一
O
月
に
、
無
断
で
積
荷
目
録
を
日
本
側

に
手
渡
し
た
廉
で
罷
免
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
吉
雄
幸
朔
」
は
、
「
吉
雄
幸
作
」
の
誤
記
で
あ
り
、
阿
蘭
陀
通
詞
吉
雄
幸
左
衛
門

耕
牛
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
吉
雄
耕
牛
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
片
桐
一

男
氏
の
研
究
に
譲
る
が
、
通
詞
織
の
か
た
わ
ら
、
家
塾
成
秀
館
を
主
催
し
、
各
地
か

ら
の
多
数
の
門
人
が
集
ま
り
、
紅
毛
流
外
科
の
伝
播
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
、
吉
雄

邸
の
二
階
は
輸
入
品
の
調
度
な
ど
を
も
っ
て
し
つ
ら
え
、
「
オ
ラ
ン
ダ
坐
敷
」
と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ン
ダ
正
月
の
賀
宴
も
催
さ
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
解
体
新
書
」
に
序
文
を
寄
せ
る
な
ど
、
杉

回
玄
白
ら
江
戸
の
蘭
学
者
と
の
交
流
も
深
く
、
江
戸
蘭
学
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
も
周
知
で
あ
ろ
う
。
寛
政
二
年
に
誤
訳
事
件
で
聾
居
を
命
じ
ら
れ
て

い
た
が
、
寛
政
八
年
に
は
「
聾
居
差
免
」
と
な
り
、
寛
政
九
年
に
は
年
少
の
通
詞
に

対
し
て
の
「
蛮
学
指
南
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
間
、
寛
政
七
年
に
は
、
『
魯

使
北
京
紀
行
」
を
翻
訳
す
る
な
ど
、
対
外
問
題
に
も
ひ
と
き
わ
関
心
が
深
か
っ
た
。

寛
政
二
一
年
八
月
に
死
去
す
る
ま
で
、
若
い
阿
蘭
陀
通
詞
や
門
下
生
の
指
導
に
あ

た
っ
て
い
た
。

ヘ
1
ネ
マ
ン
ス
の
在
任
期
間
で
、
か
つ
吉
雄
耕
牛
の
生
前
と
い
う
条
件
を
満
た
す

「
未
」
の
年
は
、
寛
政
一
.
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
、
興
勝
が
長
崎
に
遊
学
し
て

い
た
時
期
と
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、
末
尾
の
「
右
之
問
答
私
義
一
分
之
力
に
及
不

申
候
ニ
付
幸
朔
相
談
ニ
而
承
候
処
ニ
而
御
座
候
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
語

の
学
習
を
始
め
て
い
る
が
、
ま
だ
日
が
浅
く
会
話
に
不
自
由
し
て
い
る
人
物
の
著
作

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
福
岡
藩
の
状
況
を
見
渡
す
に
、
こ
れ
に
該
当
す
る

人
物
は
興
勝
を
お
い
て
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
三
奈
木
黒
田
家
文
書
に
は
、

興
勝
の
著
作
で
あ
る

『
蛮
人
白
状
解
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
史
料
の
伝
存
の
点
か
ら

考
え
て
み
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
『
蛮
人
白
状
解
』

の
記
述

か
ら
、
興
勝
と
へ

l
ネ
マ
ン
ス
と
の
間
に
問
答
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
阿
蘭
陀
問
答
」

の
著
者
が
青
木
興
勝
で
あ
る
と
断
じ
て
開
題

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
阿
蘭
陀
問
答
」
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
も
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

吉
雄
耕
牛
が
、
長
崎
に
お
け
る
興
勝
の
蘭
学
修
業
に
関
わ
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
興

勝
の
師
で
あ
る
亀
井
南
冥
は
、
若
い
頃
、
讃
岐
の
合
田
求
悟
か
ら
耕
牛
の
西
洋
医
学

(
日
)

の
話
を
開
い
て
西
洋
医
学
の
実
証
主
義
に
感
激
し
た
と
い
う
。
興
勝
は
南
冥
か
ら
耕

牛
の
名
は
聞
き
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
と
よ
り
耕
牛
は
長
崎
で
最
も
著
名
な

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
あ
っ
た
か
ら
、
興
勝
自
ら
進
ん
で
蘭
学
修
業
の
た
め
に
関
わ
り
を

持
と
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
輿
勝
が
、
「
答
問
十
策
」
に
お
い
て
、
批
判
し
つ
つ

も
阿
蘭
陀
正
月
の
賀
宴
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
吉
雄
邸
で
こ
の
賀
宴
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
聞
い
た
、
あ
る
い
は
参
加
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
興
勝
が
医
学
を
学
ん
だ

形
跡
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
耕
牛
の
門
弟
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
長
崎
に

お
け
る
蘭
学
修
業
に
お
い
て
、
耕
牛
か
ら
受
け
た
影
響
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
つ
つ
、
長
崎
遊
学

さ
て
、
そ
れ
で
は
『
阿
蘭
陀
問
答
」

中
の
輿
勝
の
対
外
的
関
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
便
宜
上
、
①
か
ら

⑩
の
問
答
の
順
番
に
従
っ
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

①
と
②
は
、
特
に
取
り
あ
げ
る
べ
き
内
容
は
な
い
が
、

ヘ
l
ネ
マ
ン
ス
の
出
身
地

と
渡
航
地
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。

ヘ
l
ネ
マ
ン
ス
の
出
身
地
「
ロ
ス
ト
ッ
ク
」

は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
ロ
ス
ト
ク
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
渡
航
地
に
つ
い
て
は
、

「
エ
ン
ゲ
ラ
ン
ト
」
は
イ
ギ
リ
ス
、
「
イ
ル
ラ
ン
ト
」
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
こ
と
で
あ

る
が
、
「
智
加
」
「
エ

i
ラ
ン
ト
」
が
い
か
な
る
地
方
を
指
す
の
か
、

い
さ
さ
か
判
然

と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

③
は
、
北
ア
メ
リ
カ
の
「
コ
ル
ホ
ニ
ヤ
」
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。
「
コ
ル
ホ

ニ
ヤ
」
は
、
当
時
、
毛
皮
貿
易
で
栄
え
て
い
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
コ
ル
ホ
ニ
ヤ
」
は
良
港
だ
と
聞
い
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が

来
航
す
る
の
か
と
い
う
興
勝
の
質
問
に
対
し
て
、

へ
l
ネ
マ
ン
ス
は
、
世
界
一
の
大

フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
ロ
シ
ア
な
ど
の
商
船
が
来
航
し
、

ヨ
1
ロ
ツ

き
な
港
で
、

パ
諸
国
は
こ
の
地
に
商
館
を
置
き
、
交
易
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
輿
勝
の
ア
メ

リ
カ
へ
の
関
心
の
背
景
に
は
、
当
時
の
長
崎
を
め
ぐ
る
対
外
問
題
が
あ
る
。
こ
の
時

期
の
日
蘭
貿
易
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
動
を
受
け
て
、

ア
メ
リ
カ
船
を
中
心
と
す
る
中
立
国
傭
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

寛
政
九
年
以
降
、

い
ザ
と
り
わ
け
、
寛
政
一

O
年
一

O
月
に
ア
メ
リ
カ
傭
船
イ
ラ
イ
ザ
号
が
暴
風
雨
に

よ
っ
て
長
崎
港
内
で
座
礁
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
後
、
周
防
櫛
ケ
浜
の
漁
師

村
井
喜
右
衛
門
の
尽
力
に
よ
っ
て
引
き
揚
げ
ら
れ
る
ま
で
、
お
よ
そ
三
カ
月
間
に
わ

た
っ
て
イ
ラ
イ
ザ
号
は
沈
船
と
し
て
港
内
に
横
た
わ
り
、
長
崎
の
衆
目
の
関
心
を
集

め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
お
「
こ
の
一
件
は
、
長
崎
に
遊
学
中
の
輿
勝
も
目
に
し
た
は
ず

で
、
ひ
い
て
は
傭
船
を
送
り
出
し
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
関
心
を
生
み
出
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
『
答
問
十
策
』
に
よ
れ
ば
、
イ
ラ
イ
ザ
号
の
船
長
ス
チ
ユ
ワ

I
ト

に
も
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
享
和
三
一
年
(
一
八

O
三
)
に
私
貿
易
を
試
み
よ

で
論
じ
て
い
る
こ
と

う
と
し
て
来
航
し
た
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
の
意
図
を
「
答
間
十
策
」

を
考
え
れ
ば
、
興
勝
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
関
心
は
長
崎
遊
学
の
と
き
に
起
因
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

④
か
ら
⑥
は
、
東
南
ア
ジ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
関
す
る
地
理
的
な
問
答
で
あ

る
。
④
は
、
ル
ソ
ン
が
イ
ス
パ
ニ
ア
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
今
で
も
変
わ
り
な
い
か

へ
l
ネ
マ
ン
ス
は
今
で
も
イ
ス
パ
ニ
ア
の
領
土
で
あ
る
と
答
え
て

と
い
う
質
問
で
、

い
る
。
⑤
は
、
「
強
盗
島
」
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。

「
強
盗
島
」
は
マ
リ
ア
ナ
諸
島
の
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
I
ネ
マ
ン
ス
は
、
「
強
盗
島
」
は

日
本
か
ら
見
て
南
方
近
く
に
あ
る
島
だ
が
、
島
人
が
害
を
加
え
る
の
で
諸
国
の
船
は

近
づ
か
な
い
と
言
い
、
小
島
が
多
く
、
取
り
立
て
て
の
産
物
も
な
い
と
答
え
て
い
る
。

⑥
は
、
「
新
阿
蘭
陀
」
に
関
す
る
問
答
で
、
オ
ラ
ン
ダ
本
国
の
人
は
住
ん
で
い
る
の

か
、
原
住
民
は
い
る
の
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
新
阿
蘭
陀
」
と
は
、

現
在
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。
「
新
阿
蘭
陀
」
は
、
百
年
前
か
ら
オ
ラ

ン
ダ
本
国
と
通
船
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ
の
近
く
に
あ
る
た
め
、
時
々
は
「
新
阿
蘭

陀
」
の
港
に
も
行
く
が
、
荒
れ
地
の
た
め
に
開
発
も
行
え
ず
、
原
住
民
も
悪
い
も
の

が
多
い
の
で
教
え
導
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
へ

l
ネ
マ
ン
ス
は
答
え
て
い
る
。
い
ず

れ
も
興
勝
が
関
心
を
抱
く
地
理
的
な
疑
問
を
問
い
質
し
た
も
の
で
、
ア
ジ
ア
方
面
へ
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の
強
い
関
心
は
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
る
「
南
海
紀
聞
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

⑦
か
ら
⑨
は
、
最
近
の
ロ
シ
ア
事
情
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。
⑦
で
は
、
興
勝

は
、
ロ
シ
ア
に
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
、
ま
た
ロ
シ
ア
の
女
帝
は
死
去
し
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
現
在
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

-̂

ネ
マ
ン
ス
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
ロ
シ
ア
の
近
国
に
行
っ
た
こ
と
は

あ
る
が
、

ロ
シ
ア
に
は
今
ま
で
行
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
女
帝
は
賢

女
で
政
治
的
力
量
も
あ
っ
た
が
、
す
で
に
死
去
し
、
現
在
は
王
子
が
跡
を
継
ぎ
、
変

わ
る
と
こ
ろ
な
く
国
も
治
ま
っ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
⑧
は
、
露
土
戦
争
に
つ
い

て
の
問
答
で
、
ト
ル
コ
と
ロ
シ
ア
は
敵
対
関
係
に
あ
り
、
国
王
の
命
に
よ
り
国
境
を

守
る
た
め
紛
争
が
続
い
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、

ヘ
l
ネ
マ
ン
ス
自
身
が
ト
ル
コ
の

首
都
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ

l
プ
ル
に
行
っ
た
経
験
を
披
露
し
、
ト
ル
コ
の
繁
栄
ぶ
り
を

指
摘
し
て
い
る
。
⑨
は
、

ロ
シ
ア
と
中
国
の
交
易
に
関
す
る
問
答
で
、
興
勝
は
ロ
シ

ア
と
中
国
の
貿
易
は
変
わ
っ
た
と
開
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
と
質
問
し
て
い

る。

ヘ
l
ネ
マ
ン
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
、
三

O
年
以
前
に
中
国
の
商
人
が
無
理
な
こ

と
を
し
た
の
で
商
売
が
一
時
中
断
し
た
が
、
現
在
は
和
睦
し
た
の
で
、
以
前
と
同
様

に
交
易
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
以
上
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
⑦
と
⑧
は
、
寛
政

九
年
の
阿
蘭
陀
風
説
書
で
、
「
リ
ユ
ス
国
之
女
帝
逝
去
之
末
、
ト
ル
コ
固
と
及
戦
争

申
候
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
質
問
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
興
味
深

ぃ
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
翌
寛
政
一

O
年
の
風
説
書
に
も
露
士
戦
争
に
お
い
て
フ

(
時
)

ラ
ン
ス
と
ト
ル
コ
が
同
盟
し
た
と
い
う
続
報
が
あ
る
。
寛
政
九
年
の
風
説
書
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
乱
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
オ
ラ
ン
ダ

植
民
地
の
侵
略
、

ロ
シ
ア
の
女
帝
エ
カ
テ
リ
l
ナ
二
世
の
死
去
な
ど
を
長
文
で
報
じ

た
も
の
で
、
日
本
に
と
っ
て
憂
慮
さ
れ
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
、

テ
リ
l
ナ
二
世
の
死
去
は
、
幕
府
・
諸
藩
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
ロ
シ
ア
問
題
の
根

コ二
カ

幹
に
関
わ
る
こ
と
だ
け
に
、
杉
田
玄
白
・
近
藤
重
蔵
ら
多
く
の
識
者
の
注
目
を
集
め

た
。
ラ
ク
ス
マ
ン
へ
の
信
牌
授
与
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
使
節
の
長
崎
来
航
が
予
想
さ

れ
て
お
り
、
長
崎
警
備
を
担
当
す
る
福
岡
藩
に
と
っ
て
、

ロ
シ
ア
の
動
向
は
何
と
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
輿
勝
は
、
風
説
書
で
報
じ
ら
れ
た
内
容

を
よ
り
深
く
知
ら
ん
が
た
め
に
、
か
か
る
質
問
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
は
、
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
は
、

ロ
シ
ア
・
ト
ル
コ
の
他
で
は
ど
の
国
が
強
い
の
か
、
最
近
は
フ
ラ
ン
ス
が

強
大
化
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
情
か
と
い
う
質
問
で

あ
る
。
ヘ

l
ネ
マ
ン
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
本
国
か
ら
の
書
簡
を
読
み
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
動
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
輿
勝
が
こ
の
点
の

質
問
に
及
ん
だ
の
は
、
阿
蘭
陀
風
説
書
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
動
と
フ
ラ
ン
ス

の
強
大
化
を
知
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
草
命
に
つ
い
て
は
、
第
一
報
は

勃
発
し
て
か
ら
五
年
後
の
寛
政
六
年
の
風
説
書
で
報
じ
ら
れ
、
翌
寛
政
七
年
の
風
説

(ω) 

書
で
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
六
世
の
処
刑
の
記
事
が
あ
る
。
以
後
の
風
説
書
で
も
、

毎
年
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
展
と
そ
れ
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
の
変

動
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
海
外
情
報
に
敏
感
な
識
者
に
と
っ
て
、

ヨ
i
ロ
ッ

パ
・
ア
ジ
ア
で
憂
慮
さ
れ
る
異
変
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
認
識
さ
れ
る
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
風
説
書
に
よ
る
断
片
的
な
情
報
だ
け
で
は
、
そ
の
情
報
分
析

は
自
ず
と
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
輿
勝
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
質
問
に
及
ん
だ

わ
け
で
あ
る
。

へ
l
ネ
マ
ン
ス
の
回
答
は
、

ル
イ
一
六
世
の
治
世
と
フ
ラ
ン
ス
の
強

大
化
、
そ
し
て
革
命
の
勃
発
、
そ
の
後
の
革
命
の
展
開
を
説
明
し
た
も
の
で
、
輿
勝

は
、
諸
国
に
戦
い
を
挑
む
ル
イ
一
六
世
の
豪
傑
ぶ
り
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
僧
官
の
弾

圧
が
革
命
の
勃
発
を
招
い
た
と
と
ら
え
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
風
説
書
な
ど
オ
ラ

ン
ダ
が
提
供
す
る
海
外
情
報
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
乱
を
、

オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
よ
う
に
歪
曲
し
、
必
ず
し
も
事
実
を
正
確
に
伝
え

て
い
な
い
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
答
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
伴
う
動
乱
の
中
で
、
オ
ラ
ン
ダ
が
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
バ
タ

ヴ
ィ
ア
共
和
国
が
成
立
し
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、

へ
l
ネ
マ
ン
ス
が
全
く
触
れ

て
い
な
い
点
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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お
わ
り
に

以
上
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
青
木
興
勝
の
長
崎
遊
学
の
実
態
を
、
新
出
史

料
を
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
、
そ
の
経
験
が
興
勝
の
対
外
認
識
に
い
か
な
る
影
響
を

与
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
興
勝
の
長
崎
遊
学
は
、
長
崎
警
備
を
担
当

す
る
福
岡
藩
に
と
っ
て
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
強

い
時
務
意
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
亀
井
一
門
の
強
い
嘱
望
の
も
と
で
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
上
忠
・
杉
本
勲
両
氏
に
よ
っ
て
強
調

さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
も
再
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
世
界

地
理
や
国
際
情
勢
の
研
究
の
た
め
に
は
、
海
外
情
報
の
収
集
と
分
析
が
不
可
欠
で
あ

る
。
長
崎
警
備
を
担
当
す
る
福
岡
藩
の
場
合
、
長
崎
の
蔵
屋
敷
に
聞
役
を
常
駐
さ
せ
、

阿
蘭
陀
通
詞
を
掌
握
し
て
海
外
情
報
の
収
集
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
。
買
物
奉
行
と
し

て
蔵
屋
敷
に
詰
め
て
い
た
興
勝
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
が
自
ら
の
研
究
を
進

展
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
興
勝
が
遊
学
し
て
い
た
時
期
の
長
崎

で
は
、

ロ
シ
ア
船
来
航
と
そ
の
警
備
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
日
蘭
貿
易
は
ア

[福岡藩の蘭学者青木興勝の長崎遊学と対外認識l"....松本英治

メ
リ
カ
傭
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
阿
蘭
陀
風
説
書
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
の
動

乱
が
報
じ
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
を
め
ぐ
る
閏
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
時

期
で
あ
っ
た
。
か
か
る
国
際
情
勢
の
変
化
は
、
興
勝
の
対
外
認
識
に
強
く
影
響
し
、

外
国
貿
易
の
有
害
、
「
鎖
国
」
の
強
化
、
海
防
の
充
実
な
ど
と
い
っ
た
排
外
的
な
主

張
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
と
な
っ
た
が
、
以
上
の
検
討
・
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学

の
濫
鱒
の
地
域
的
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
興
勝

の
蘭
学
は
、
純
粋
な
自
然
科
学
の
追
究
で
は
な
く
、
長
崎
警
備
を
担
う
福
岡
藩
に

と
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
世
界
地
理
・
国
際
情
勢
の
研
究
で
あ
り
、
対
外
的
危
機
の
深

ま
り
と
い
う
時
務
意
識
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
は
、
た
ん
に
興
勝
の
資
質
や
趣
味
の
偏
り
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
こ
に
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
の
濫
腸
の
地
域
的
特
徴
が
あ
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
長
崎
に
遊
学
し
て
蘭
学
を
学
ん
だ
二
人
の

人
物
、
す
な
わ
ち
支
藩
秋
月
藩
の
種
痘
医
緒
方
春
朔
と
興
勝
の
門
人
安
部
龍
平
の
場

合
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

緒
方
春
朔
は
、
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
久
留
米
藩
士
瓦
林
清
右
衛
門
の
子
と
し

(
幻
)

て
生
ま
れ
た
。
後
に
同
藩
の
医
師
緒
方
元
斎
の
養
子
と
な
り
、
養
家
の
下
か
ら
長
崎

遊
学
に
出
さ
れ
、
吉
雄
耕
牛
に
入
門
し
て
蘭
学
や
西
洋
医
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

『
医
宗
金
鑑
』
を
読
ん
で
種
痘
に
関
す
る
知
識
を
得
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
春
朔
は

養
家
を
去
っ
て
秋
月
に
移
り
、
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
秋
月
藩
主
黒
田
長
辞
に

よ
っ
て
藩
医
に
登
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
寛
政
二
年
以
降
、
春
朔
は
独
自
の
研
究
を

加
え
た
人
痘
法
を
秋
月
領
内
で
実
行
し
て
成
功
を
お
さ
め
た
。
春
朔
の
名
声
は
高
ま

り
、
各
地
か
ら
春
朔
の
も
と
に
従
学
す
る
者
も
多
く
、
門
人
帳
に
は
六
九
名
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
七
年
に
春
朔
が
著
し
た
『
種
痘
必
順
弁
』
は
、
本
邦
初

の
種
痘
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
春
朔
の
長
崎
遊
学
は
数
次
に
わ
た
っ
た
よ
う
で
、

次
に
掲
げ
る
の
は
、
寛
政
五
年
に
出
島
で
オ
ラ
ン
ダ
人
と
問
答
し
た
こ
と
を
一
不
す

「
種
痘
必
順
弁
』
の
一
節
で
あ
る
。

(

陪

)

ヲ

ラ

ン

タ

T
ン
キ

寛
政
美
丑
ノ
春
予
崎
陽
ニ
客
遊
ス
、
高
木
氏
ニ
倍
シ
テ
西
洋
館
ニ
入
ル
、
蕩
科

且
天
儀
地
理
ヲ
論
ス
ル
カ
為
一
一
、
官
ノ
免
許
ヲ
蒙
リ
、
蘭
客
ト
会
シ
(
中
略
)

訳
司
堀
石
橋
ノ
二
氏
ヲ
シ
テ
語
ヲ
通
シ
天
文
地
理
等
ノ
説
ヲ
ナ
シ
、
内
外
治
療

(
臼
)

ノ
訳
ニ
及
フ

種
痘
の
功
績
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
の

記
述
に
も
見
え
る
通
り
、
春
朔
は
天
文
や
地
理
の
研
究
も
行
っ
て
い
た
。
春
朔
は
、

藩
医
で
あ
る
と
同
時
に
秋
月
藩
の
天
文
方
も
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
司
馬
江
漢
と
交
友

を
持
ち
、
万
国
地
理
を
記
し
た
「
地
球
図
略
説
」
の
著
書
も
あ
る
。
「
地
球
図
略
説
」

は
、
学
徒
の
た
め
に
平
易
に
編
集
し
た
啓
蒙
地
理
書
で
、
お
そ
ら
く
は
藩
校
稽
古
館

で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
本
藩
の
幼
少
の
藩
主
に

か
わ
っ
て
長
崎
警
備
を
監
督
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
秋
月
藩
の
事
情
が
あ
る
。
春
朔
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の
天
文
・
地
理
の
研
究
は
、
た
ん
な
る
医
者
の
余
儀
で
は
な
く
、
藩
か
ら
課
せ
ら
れ

た
任
務
の
.
環
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
対
外
的
危
機
の
深
ま
り
の
な
か
で
、

長
崎
警
備
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
秋
月
藩
の
時
務
意
識
に
応
じ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

安
部
龍
平
は
、
天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
、
博
多
湾
に
臨
む
福
岡
の
東
郊
名
島
村

で
、
百
姓
清
蔵
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
亀
井
昭
陽
と
の
親
好
ぶ
り
か
ら
亀
井
塾
の

出
身
と
思
わ
れ
、
そ
こ
で
知
遇
を
得
た
興
勝
の
門
人
と
な
り
、
蘭
学
を
学
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
蘭
学
修
業
の
た
め
に
長
崎
に
遊
学
し
、

同
じ
く
遊
学
中
で
あ
っ
た
大
槻
玄
幹
の
紹
介
を
得
て
、
志
筑
忠
雄
の
門
人
と
な
っ
た
。

龍
平
の
最
初
の
業
績
は
、
文
化
三
年
(
一
八

O
六
)
に
な
っ
た
『
二
国
会
盟
録
』
で
、

ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
締
結
過
程
に
つ
い
て
述
べ
た
蘭
訳
本
を
病
床
の
志
筑
が
口
訳

し
、
そ
れ
を
龍
平
が
筆
記
し
た
も
の
で
龍
平
自
身
の
意
見
も
多
い
。
翻
訳
の
動
機
は
、

志
筑
と
龍
平
が
間
近
に
見
た
レ
ザ
ノ
フ
の
来
航
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

龍
平
は
、
興
勝
と
同
様
に
ア
メ
リ
カ
に
も
関
心
が
深
く
、
文
化
一
一
一
一
年
に
は
、
ア
メ

リ
カ
の
地
理
・
歴
史
を
記
し
た
『
新
宇
小
識
』
の
初
稿
を
著
し
た
。
こ
の
間
、
福
岡

藩
士
安
部
忠
内
の
養
子
と
な
り
、
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
に
直
札
城
代
組
に
抜
擢

さ
れ
、
士
籍
に
列
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
、
蘭
癖
と
よ
ば
れ
た
藩
主
黒
田
斉
清
の
片

腕
と
し
て
活
躍
し
、
斉
清
と
シ

l
ボ
ル
ト
の
問
答
を
ま
と
め
た
『
下
問
雑
載
」
や
、

斉
清
の
海
防
論
に
補
注
を
加
え
た
『
海
冠
窃
策
』
を
著
し
た
。
龍
平
の
蘭
学
も
、
興

勝
の
蘭
学
と
同
様
に
、
世
界
地
理
・
国
際
情
勢
の
研
究
に
限
定
さ
れ
る
の
が
大
き
な

特
色
で
あ
る
。

龍
平
は
蘭
畝
・
蘭
聞
と
号
し
た
が
、
こ
れ
は
村
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
忘
れ

ぬ
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
村
か
ら
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
の
研
究
を
志
す
蘭
学
者
を

輩
出
し
た
背
景
は
、
や
は
り
福
岡
藩
を
め
ぐ
る
地
域
的
特
徴
が
あ
る
。
玄
界
灘
に
面

し
た
浦
は
浦
奉
行
の
支
配
下
に
お
か
れ
、
浦
の
民
衆
は
長
崎
警
備
の
水
夫
役
を
課
せ

ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
玄
界
灘
に
.
面
し
た
沿
岸
や
島
々
に
は
、
遠
見
番
所
が
お
か
れ
、

中
国
船
・
朝
鮮
船
の
漂
流
・
漂
着
や
密
貿
易
、
さ
ら
に
は
異
国
人
の
侵
入
な
ど
を
監

視
す
る
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
寛
政
期
に
は
、
ロ
シ
ア
船
来
航
時
の
対
応
が

浦
に
お
い
て
も
課
題
と
な
る
な
ど
、
対
外
的
危
機
の
深
ま
り
は
福
岡
藩
内
の
民
衆
と

は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
龍
平
が
生
ま
れ
た
名
島
村
は
、
多
々
良
川
右
岸
に
位
置
し
、

博
多
湾
に
面
す
る
小
村
で
、
郡
奉
行
の
支
配
下
で
は
あ
る
が
、
箱
崎
浦
に
隣
接
し
て

お
り
、
福
岡
・
博
多
市
中
と
の
商
業
取
引
も
あ
っ
た
。
佐
渡
の
宿
根
木
村
出
身
の
蘭

学
者
柴
田
収
蔵
が
、
世
界
地
理
の
研
究
を
志
し
た
要
困
と
し
て
、
佐
渡
を
め
ぐ
る
外

(ω) 

圧
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
龍
平
の
場
合
も
幼
年
時
代
の
玄
界
灘
を
め
ぐ
る
同
様
の

状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

種
痘
医
が
藩
命
に
よ
っ
て
世
界
地
理
の
研
究
を
行
い
、
村
か
ら
世
界
地
理
の
研
究

を
志
す
蘭
学
者
を
輩
出
す
る
背
景
に
は
、
長
崎
警
備
と
い
う
軍
役
を
幕
府
か
ら
課
せ

ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
階
層
を
問
わ
ず
対
外
的
危
機
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
福
岡
藩

の
事
情
が
あ
る
。
こ
こ
に
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
の
濫
傍
の
地
域
的
特
徴
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註(
1
)

呉
秀
一
一
.
「
シ

l
ボ
ル
ト
先
生
其
生
波
及
功
業
』
(
復
刻
版
)
名
著
刊
行
会
、

七
四
四
1
七
五

O
頁
を
参
照
。

(
2
)

井
上
忠
「
蘭
学
」
(
「
福
岡
県
史
」
通
史
編
・
福
岡
藩
文
化
〈
ト
L

〉
、
福
附
県
、

三
七
八
頁
を
参
照
。

(
3
)

同
右
、
三
七
二
頁
を
参
照
。

(
4
)

村
閃
忠
一
「
緒
方
洪
庵
の
蘭
書
購
入
の
実
態
」
(
「
科
学
史
研
究
』
第
一
二

O
号、

九
年
)
六
七
頁
を
参
照
。

(5)

奥
村
武
「
九
州
大
学
医
学
部
前
史
」
(
『
九
州
大
学
医
学
部
七
十
五
年
史
』
九
州
大
学
、
一

九
七
九
年
)
五
八
六
頁
を
参
照
。

(
6
)
岩
下
哲
典
『
幕
末
日
本
の
情
報
活
動
」
雄
山
湖
、
二

O
O
O
年
、
二
八
八

1
一1
0
五
兵
を

参
照
。

(
7
)

杉
本
勲
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
青
木
興
勝
の
事
一
肢
を
通
じ
て
|
」
(
『
九
州
文
化
史
研
究
所

紀
要
』
第
二
牟
号
、

A

九
六
七
年
)

0

(
8
)

井
上
忠
「
福
岡
藩
に
お
け
る
洋
学
の
性
格
」
(
藤
野
保
編
「
九
州
と
思
想
・
文
化
』
図
書
刊

行
会
、
一
九
八
五
年
)

0

一
九
七
九
年
、

参
九
九
三
年
)

九
九

2うO
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(
9
)
前
掲
、
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
o

(
問
)
『
筑
前
人
物
志
料
集
』
一
(
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
太
田
資
料
)

0

『
筑
前
人
物
志
料
集
』
は
、

福
岡
藩
士
の
略
伝
を
編
纂
し
た
草
稿
本
で
、
全
三
冊
か
ら
成
る
。
同
書
の
編
纂
意
図
な
ど
は

未
詳
で
あ
る
が
、
「
福
岡
県
中
央
図
書
館
長
太
田
光
次
L

「

昭

和

年

月

日

L

な
ど
と
記

さ
れ
た
反
放
の
紙
背
を
利
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
昭
和
初
期
に
福
岡
県
中
央

図
書
館
長
で
あ
っ
た
太
田
光
次
氏
が
、
諸
書
を
参
照
し
て
編
纂
し
た
未
刊
の
福
岡
藩
士
の
略

伝
集
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
記
述
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
問
書
収
録
の
青

木
興
勝
の
経
歴
記
事
に
拠
っ
て
い
る
。

(
U
)

前
掲
、
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
コ
ヱ
ハ

1
四
一
頁
。

(
ロ
)
福
岡
地
方
史
研
究
会
編
「
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
」
海
鳥
社
、
一
九
九
八
年
、
二
三
三
頁
。

(
日
)
『
日
本
教
育
史
資
料
』
(
復
刻
版
)
第
五
巻
、
臨
川
書
庖
、
一
九
六

O
年
、
二
九
七
頁
。

(
は
)
「
南
海
紀
開
」
(
荒
川
秀
俊
編
「
異
国
漂
流
記
続
集
」
気
象
研
究
所
、
一
九
六
四
年
)
三
頁
。

(
日
)
前
掲
、
井
上
「
福
岡
藩
に
お
け
る
洋
学
の
性
格
」
二
八
三

1
二
九
三
頁
。

(
凶
)
吉
田
洋
一
「
亀
井
南
冥
の
医
学
思
想
」
(
洋
学
史
学
会
研
究
年
報
「
洋
学
」
九
、
二

0
0
0

年
)
七
1
一
四
頁
を
参
照
。

(
口
)
『
日
本
教
育
史
資
料
』
(
復
刻
版
)
第
三
巻
、
臨
川
書
庖
、
一
九
六

O
年
、
二
頁
。

(
凶
)
「
役
藍
泉
宛
亀
井
南
冥
書
簡
」
(
「
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
』
第
八
巻
・
上
、
葦
書
一
房
、
一
九

八
O
年
)
五
八

O
頁。

(ω)
三
松
荘
一
「
福
岡
県
先
賢
人
名
辞
典
』
(
復
刻
版
)
葦
書
房
、
一
九
八
六
年
、
四
頁
。
な
お
、

『
国
書
総
目
録
』
第
一
巻
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
三
年
、
一
八
四
頁
で
は
、
青
木
輿
勝
の
著
作

と
し
て
、
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
異
情
問
答
十
策
」
を
掲
げ
る
が
、
同
書
は
「
答
間
十

策
」
の
写
本
で
あ
る
。

(
初
)
『
蛮
人
白
状
解
」
(
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
太
田
資
料
)

0

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
同

史
料
に
よ
る
o

な
お
、
写
本
は
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
三
奈
木
黒
田
家
文
書
に

も
あ
る
。
「
蛮
人
白
状
解
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
井
上
「
福
岡
藩
に
お
け
る
洋
学
の
性
格
」

三
九
六

1
二
九
七
頁
、
杉
本
勲
「
筑
前
蘭
学
関
係
史
料
済
民
草
書
と
蛮
人
白
状
解
に
つ
い

て
|
」
(
『
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
」
第
一
八
九
号
、
一
九
六
六
年
)
一
一
一
一
一
一

1
二
二
七

頁
を
参
照
。

(
幻
)
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
ら
の
口
述
書
は
、
『
通
航
一
覧
』
第
五
、
図
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
一
一

年
、
九
五

1
九
六
頁
、
川
村
恒
喜
「
筑
前
大
島
渡
来
伴
天
連
の
一
行
」
(
「
福
岡
』
第
四
七
号
、

一
九
コ
二
年
)
六

1
八
頁
に
引
用
が
あ
る
。

(
詑
)
「
答
間
十
策
』
(
筑
紫
女
学
園
所
蔵
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る
)
o

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
同
史
料
に
よ
る
。
な
お
、
活
字
本
と
し
て
は
、
『
論
策
』

(
復
刻
版
)
日
本
史
籍
協
会
叢
書
別
編
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
ゴ
一
年
、
住
凹
正
一
一
編

『
日
本
海
防
史
料
叢
書
』
(
復
刻
版
)
第
二
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、
一
九
八
九
年
な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
末
尾
に
水
戸
藩
士
岡
野
荘
五
郎
宛
の
亀
井
南
冥
書
簡
を
付
し
、
底
本
は
流
布
写
本

の
系
統
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
底
本
が
悪
い
せ
い
か
、
不
注
意
な
誤
記
が
目
立
つ
。
こ
れ
に

対
し
て
、
筑
紫
女
学
園
所
蔵
の
写
本
は
、
南
冥
の
書
簡
は
な
く
、
末
尾
に
「
文
化
元
年
甲
子

十
月
十
四
日
草
稿
輿
勝
L

と
あ
り
、
興
勝
の
草
稿
写
本
の
系
統
と
思
わ
れ
る
。
流
布
写
本

の
系
統
と
比
べ
て
、
内
容
に
さ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
が
、
第
五
策
以
下
の
順
序
が
相
違
し
、

字
句
の
異
な
り
も
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
相
違
が
、
南
冥
に
よ
る
手
が
入
っ
た
結
果
な
の
か
、

単
な
る
転
写
の
際
の
異
同
な
の
か
、
に
わ
か
に
判
断
で
き
な
い
が
、
『
答
間
十
策
」
を
利
用
す

る
際
に
は
注
意
を
要
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
答
間
十
策
』
に
つ
い
て
は
、
高
野

江
基
太
郎
「
勤
王
家
と
し
て
の
南
冥
先
生
」
(
『
筑
紫
史
談
』
第
二
集
、
一
九

A

四
年
)
一
二
五

1
四
二
頁
、
向
「
亀
井
南
冥
、
昭
陽
と
、
青
木
輿
勝
」
(
「
筑
紫
史
談
』
第
三
集
、
一
九
一
四

年
)
五
一

1
五
三
頁
、
藤
井
甚
太
郎
「
筑
前
藩
に
於
け
る
閉
鎖
論
(
上
)
」
(
「
筑
紫
史
談
』
第

三
O
集
、
一
九
二
三
年
)
三

1
六
頁
、
井
野
辺
茂
雄
『
新
訂
維
新
前
史
の
研
究
』
中
文
館
書

応
、
一
九
四
二
年
、
二

O
四
1
二
O
八
頁
、
前
掲
、
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
六
四

1
七

一
頁
を
参
照
。

(
お
)
鳥
井
裕
美
子
「
ケ
ン
ベ
ル
か
ら
志
筑
へ
日
本
賛
美
論
か
ら
排
外
的
「
鎖
国
論
」
へ
の
変

容
i
」
(
「
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
四
七
号
、
一
九
九
六
年
)
一
一
一
九
1
一一一一

O
頁
を
参
照
。

(
M
)

藤
田
覚
「
鎖
国
祖
法
観
の
確
立
過
程
」
(
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
民
衆
文
化
と
政
治
』

河
出
書
一
房
新
社
、
一
九
九
二
年
)
二
七
八

1
二
九

O
頁
を
参
照
。

(
お
)
「
通
航
一
覧
』
第
七
、
図
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
一
一
年
、
一
九
三
頁
。

(
お
)
井
上
忠
「
南
冥
晩
年
の
一
書
簡
」
(
『
福
岡
地
方
史
談
話
会
会
報
』
第
一
七
号
、
一
九
七
七

年
)
二
九

1
二一

O
頁
を
参
照
。

(
幻
)
前
掲
「
南
海
紀
隠
し
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
同
書
二
一
、
二
二
、
四
一
頁
に
よ
る
。

な
お
、
活
字
本
と
し
て
は
、
池
田
崎
編
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
五
巻
・
漂
流
(
一

九
六
八
年
)
、
山
下
恒
夫
再
編
『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
第
二
巻
、
日
本
一
評
論
社
、
一
九
九
二
年

な
ど
も
あ
る
。
『
南
海
紀
開
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
五
0
1
六

コ二白
H

、
高
田
茂
庚
「
玄
界
灘
に
生
き
た
人
々
」
海
鳥
社
、
一
九
九
八
年
、
二

1
一
一
一
一
頁
を
参

n口凶
O

(
お
)
竹
岡
勝
也
「
「
和
学
一
歩
」
と
「
奇
観
録
」
」
(
『
史
淵
』
第
三

0
・
二
一
一
合
輯
号
、
一
九
四
四

年
)
一
九

O
頁
を
参
照
。

(
鈎
)
『
南
海
紀
聞
』
を
用
い
た
東
南
ア
ジ
ア
史
の
研
究
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

Z
O
B
z
g
吋

c
E
d宮
崎
D
E
g
・
K
F
』

8
g
g巾
ω包
宮
町
田
岡
山
巾

g
E
Cコロ∞
z-Rωcロ
HFg師
同
〉
回
目
曲

目
ロ
吾
巾
】
出
向
『
丹
市
市
民

E
n
g
z
q事
(
『
洋
学
史
研
究
』
第
一
九
号
、
二

O
O
二
年
)

0

(
初
)
鳥
井
裕
美
子
「
近
世
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
」
(
溝
口
雄
三
他
編
「
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
」
一

(
交
錯
す
る
ア
ジ
ア
)
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
一
一
一
一
五

1
一
二
三
一
頁
を
参
照
。

(
担
)
井
上
忠
「
藩
校
」
(
『
福
岡
県
史
』
通
史
編
・
福
岡
藩
文
化
〈
上
〉
、
福
岡
県
、
一
九
九
三
年
)

四
四
O
頁
を
参
照
。

(
幻
)
前
掲
、
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
四
三
頁
。
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(
お
)
藤
田
覚
「
松
平
定
信
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
、
一
七
二

1
一
七
九
頁
を
参
照
。

(
M
)

松
本
英
治
「
寛
政
期
の
長
崎
警
備
と
ロ
シ
ア
船
来
航
問
題
」
(
青
山
学
院
大
学
文
学
部
『
紀

要
』
第
四
一
号
、
二

0
0
0年
)

0

(
お
)
木
村
礎
・
藤
野
保
・
村
上
直
編
「
藩
史
大
事
典
」
第
七
巻
・
九
州
編
、
雄
山
閥
、
一
九
八
五

年
、
三
五
頁
を
参
照
。

(
お
)
高
野
江
鼎
湖
「
儒
侠
亀
井
南
冥
』
高
野
江
鼎
湖
、
一
九
一
一
一
一
年
、
二
七
七
頁
を
参
照
。

(
幻
)
以
下
、
内
野
一
冗
華
に
つ
い
て
は
、
許
斐
友
次
郎
「
筑
前
最
初
の
蘭
学
者
内
野
元
華
を
憶
ふ

(
上
)
(
下
)
」
(
「
福
岡
』
第
四
二
・
四
三
号
、
一
九
一
二

O
年
)
、
井
上
忠
校
訂
「
済
民
草
書
」
福

岡
地
方
史
談
話
会
、
一
九
七
六
年
を
参
照
。

(
お
)
前
掲
、
許
斐
「
筑
前
最
初
の
蘭
学
者
内
野
元
華
を
憶
ふ
(
下
)
」
七
頁
o

返
り
点
に
つ
い
て

は
、
橋
本
弘
正
氏
の
ご
教
一
不
を
得
た
。
記
し
て
鳴
謝
申
し
上
げ
る
。

(
羽
)
「
筑
前
人
物
志
料
集
』
一
(
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
太
田
資
料
)

0

(
却
)
中
村
質
「
長
崎
の
景
観
」
(
長
崎
県
史
編
集
委
員
会
編
『
長
崎
県
史
』
対
外
交
渉
編
、
古
川

弘
文
館
、
一
九
八
六
年
)
三
六
八

1
一
一
一
七
一
頁
を
参
照
。

(
H
U
)

小
山
幸
伸
「
幕
藩
制
下
に
お
け
る
商
人
資
本
と
藩
権
力
」
(
藤
野
保
先
生
還
暦
記
念
会
編

「
近
世
日
本
の
社
会
と
流
通
』
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
)
一
二
六
五

1
三
七
九
頁
を
参
照
。

(
必
)
前
掲
『
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
』
一
一
一
二
三
頁
。

(
M
H
)

嘉
、
水
二
年
の
平
戸
藩
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
舶
来
日
開
購
入
の
注
文
書
が
長
崎
間

役
の
も
と
に
頻
繁
に
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
山
本
博
文
『
長
崎
聞
役
日
記
』

筑
摩
書
一
房
、
一
九
九
九
年
、
九
六

1
九
七
頁
を
参
照
。

(
付
)
前
掲
杉
本
「
筑
前
蘭
学
事
始
考
」
三
八
頁
。

(
必
)
以
下
、
猪
股
伝
次
衛
門
に
つ
い
て
は
、
原
平
三
「
シ

l
ボ
ル
ト
事
件
と
和
蘭
通
詞
猪
股
源

三
郎
」
(
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
二
二
三
四
号
、
一
九
四
四
年
)
を
参
照
。
な
お
、
興
勝
の
門

人
に
あ
た
る
安
部
龍
平
の
著
書
「
新
宇
小
識
』
は
、
猪
股
伝
次
右
衛
門
に
剰
窃
さ
れ
た
と
い

わ
れ
る
が
、
以
下
に
見
る
福
岡
藩
と
伝
次
右
衛
門
の
関
係
を
ふ
ま
え
れ
ば
あ
り
得
る
話
だ
ろ

、
叶
ノ
。

(
必
)
『
阿
蘭
陀
壱
香
船
弐
番
船
之
風
説
書
井
諸
書
付
』
(
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
三

奈
木
黒
田
家
文
書
)
o

な
お
、
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
三
奈
木
黒
田
家
文
書
に
は
、

同
史
料
の
他
に
『
阿
蘭
陀
船
積
荷
物
書
付
』
と
「
阿
蘭
陀
脇
荷
物
書
付
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
文
化
一
四
年
と
文
政
二
年
の
積
荷
目
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
猪
股
伝
次
右
衛
門
が
福
岡

藩
に
呈
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
西
国
諸
藩
が
、
阿
蘭
陀
通
詞
を
藩
の
出
入
り
と
し
て
掌
握
し
、
長
崎
聞
役
を
通
じ
て
海
外

情
報
の
収
集
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
芳
即
正

「
島
津
斉
彬
の
海
外
情
報
源
」
(
「
斉
彬
公
史
料
月
報
』
二
、
一
九
八
二
年
)
、
沼
倉
延
幸
「
開

国
前
後
、
長
崎
に
お
け
る
海
外
情
報
の
収
集
伝
達
活
動
に
つ
い
て
」
(
『
書
陵
部
紀
要
』
第
四

七
号
、
一
九
九
五
年
)
、
前
掲
、
山
本
司
長
崎
聞
役
日
記
」
、
松
本
「
寛
政
期
の
長
崎
警
備
と

ロ
シ
ア
船
来
航
問
題
」
、
松
本
英
治
「
レ
ザ
ノ
フ
来
航
予
告
情
報
と
長
崎
」
(
片
桐
一
男
編

『
日
蘭
交
流
史
そ
の
人
・
物
・
情
報
」
思
文
閣
出
版
、
二

O
O
二
年
)
0

(
必
)
「
筑
前
人
物
志
料
集
』
一
一
一
(
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
太
田
資
料
)
。

(
刊
日
)
「
通
航
一
覧
』
第
八
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
二
年
、
二
四
四

1
-
一
四
五
真
。

(
印
)
森
永
種
夫
校
訂
『
続
長
崎
実
録
大
成
」
(
長
崎
文
献
叢
書
第
一
集
第
四
巻
)
長
崎
文
献
社
、

一
九
七
四
年
、
二
九
九

1
コ一

O
一
頁
。
前
掲
『
通
航
一
覧
」
第
八
、
二
四
二

1
二
四
四
頁
。

(
日
)
日
蘭
学
会
編
・
日
蘭
交
渉
史
研
究
会
訳
注
『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
』
図
、
雄
松
堂
出
版
、

一
九
九
二
年
、
一
二
三

1
四
八
頁
。

(
臼
)
金
井
園
訳
注
「
寛
政
十
二
(
一
人

O
O
)
年
米
船
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
号
日
本
長
崎
滞
在

日
記
」
(
洋
学
史
学
会
研
究
年
報
『
洋
学
』
一
、
八
坂
書
一
房
、
一
九
九
三
年
)
一
一
一
一
四
、
一
一
一
一

八
頁
を
参
照
。

(
臼
)
以
下
、
吉
雄
耕
牛
に
つ
い
て
は
、
片
桐
一
男
『
江
戸
の
蘭
方
医
学
事
始
』
丸
善
、
二

0
0

O
年
を
参
照
。

(
日
)
前
掲
、
高
野
江
『
儒
侠
亀
井
南
冥
」
二
、
二
一
四
頁
、
井
上
「
蘭
学
」
ゴ
一
五
六
頁
を
参
照
。

(
日
)
金
井
岡
「
日
蘭
交
渉
史
の
研
究
』
忠
文
隠
出
版
、
一
九
八
六
年
、
二
一
六
j
二
七
一
頁
を

参
照
。

(
日
)
片
桐
一
男
「
聞
か
れ
た
鎖
国
』
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
一
五
四

1
一
二
九
頁
を
参
照
。

(
幻
)
日
蘭
学
会
・
法
政
蘭
学
研
究
会
編
「
和
蘭
風
説
書
集
成
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九

年
、
九
八
頁
。
な
お
、
女
帝
エ
カ
テ
リ
l
ナ
二
世
の
死
去
後
、
ト
ル
コ
と
の
戦
争
が
勃
発
し

た
と
い
う
内
容
は
誤
報
で
あ
る
。
幸
田
成
友
「
幸
田
成
友
著
作
集
』
第
四
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
四
年
、
二
二
三
頁
を
参
照
。

(
日
)
前
掲
『
和
蘭
風
説
書
集
成
』
下
巻
、
一

oa
一頁。

(
印
)
杉
田
玄
白
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
片
桐
「
聞
か
れ
た
鎖
国
』
一
一
一
一
七

1
一
三
九
頁
、
近
藤

重
蔵
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
「
近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料
」
一
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
、
二
頁
を
参
照
。

(
印
)
前
掲
「
和
蘭
風
説
書
集
成
』
下
巻
、
九
四

1
九
六
頁
。

(
日
)
片
桐
一
男
「
和
蘭
風
説
書
解
題
」
(
日
蘭
学
会
・
法
政
蘭
学
研
究
会
編
『
和
蘭
風
説
書
集
成
」

上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
)
五

0
1
五
一
頁
、
岩
下
哲
典
『
江
戸
の
ナ
ポ
レ
オ
ン

伝
説
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
、
二
一

1
七
四
頁
、
松
本
英
治
「
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長

ド
ゥ

l
フ
と
フ
ヴ
ォ
ス
ト
フ
文
書
」
(
津
山
洋
学
資
料
館
洋
学
研
究
誌
『
一
滴
』
第
九
号
、
一

a

o
o
一
年
)
九
一
一
一

1
九
四
頁
、
前
掲
、
松
本
「
レ
ザ
ノ
フ
来
航
予
告
情
報
と
長
崎
」
三
七
三

1
三
七
四
頁
を
参
照
。

(
臼
)
対
外
的
危
機
の
深
ま
り
に
伴
う
時
務
意
識
を
背
景
に
、
世
界
地
理
や
国
際
情
勢
を
犯
握
す

る
手
段
と
し
て
、
漆
レ
ベ
ル
で
蘭
学
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
同
じ
く
長
崎
警
備
を

課
せ
ら
れ
た
佐
賀
藩
の
場
合
で
も
見
ら
れ
る
。
佐
賀
藩
の
儒
者
古
賀
穀
堂
は
、
文
化
三
年
に

藩
主
鍋
島
斉
直
に
呈
し
た
意
見
書
「
学
政
管
見
』
に
お
い
て
、
「
肥
筑
両
国
ハ
長
崎
ノ
御
勤
ニ
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テ
、
万
国
ノ
ヲ
サ
ヘ
ヲ
ナ
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
何
レ
蘭
学
ノ
人
ハ
ナ
ク
テ
叶
ワ
ヌ
コ
ト
ナ

リ
、
筑
前
ニ
ハ
蘭
学
ノ
家
ア
リ
テ
長
崎
ノ
事
ニ
ハ
タ
ヅ
サ
ワ
ル
由
、
サ
モ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ

リ
」
と
述
べ
、
長
崎
警
備
の
た
め
に
は
世
界
地
理
を
研
究
す
る
蘭
学
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
、
す
で
に
蘭
学
を
導
入
し
て
い
る
福
岡
藩
の
姿
勢
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
佐
賀

藩
に
お
い
て
も
「
幸
ヒ
長
崎
モ
近
辺
ナ
レ
ハ
、
誰
ソ
ソ
ノ
器
量
ア
ル
モ
ノ
ヲ
エ
ラ
バ
レ
テ
、

稽
古
ニ
遺
ワ
サ
ル
ベ
キ
ナ
リ
」
と
述
べ
、
蘭
学
導
入
の
た
め
に
藩
士
を
長
崎
に
遊
学
さ
せ
る

こ
と
を
献
策
し
て
い
る
。
『
佐
賀
県
教
育
史
』
第
一
巻
・
資
料
編
(
一
)
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
八
年
、
一
八
二
頁
。

(
臼
)
以
下
、
緒
方
春
朔
に
つ
い
て
は
、
伊
東
尾
四
郎
「
緒
方
春
朔
」
(
『
筑
紫
史
談
」
第
四
三
集
、

一
九
二
八
年
)
、
山
回
新
一
郎
「
本
邦
種
痘
の
鼻
祖
贈
正
五
位
緒
方
春
朔
小
伝
」
(
『
筑
紫
史

談
』
第
九

O
集
、
一
九
四
五
年
)
を
参
照
。

(
倒
)
緒
方
春
朔
種
痘
成
功
二
百
年
記
念
誌
「
種
痘
必
順
弁
』
甘
木
朝
倉
医
師
会
、
一
九
九

O
年、

七一

1
七
二
頁
。

(
白
山
)
以
下
、
安
部
龍
平
に
つ
い
て
は
、
大
熊
浅
次
郎
「
筑
前
蘭
学
の
泰
斗
安
部
龍
平
」
(
「
筑
紫

史
談
』
第
八
二
集
、
一
九
四
二
年
)
、
鳥
井
裕
美
子
「
福
岡
の
蘭
学
者
」
(
朝
日
新
聞
福
岡
本

部
編
『
博
多
町
人
と
学
者
の
森
』
葦
書
房
、
一
九
八
六
年
)
を
参
照
。

(
M
W
)

前
掲
、
高
田
「
玄
界
灘
に
生
き
た
人
身
』
四
二

1
四
五
、
五
六

1
六
二
頁
を
参
照
。

(
釘
)
「
福
岡
県
史
』
近
世
史
料
一
編
・
福
岡
藩
御
用
帳
(
二
)
、
福
岡
県
、
一
九
九
三
年
、
四
九
三
・

五
O
入
・
五
五
四
頁
。

(ω
間
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
四

0
・
福
岡
県
、
角
川
書
底
、
一
九
八
八
年
、
九
九
八

1
九
九

九
頁
を
参
照
。

(ω)
田
中
圭
一
「
柴
田
収
蔵
が
生
き
た
時
代
」
(
田
中
圭
一
一
編
註
『
柴
田
収
蔵
日
記
』

社
、
一
九
九
六
年
)
一
九
1
二
三
頁
を
参
照
。

(
開
成
高
等
学
校
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
)

(二

O
O
三
年
一
月
一
一
一
一
日
受
理
、
二

O
O
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
)

一
、
平
凡

2ラ3



Bulletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
vol. 116 February 2004 

Study in Nagasaki by Rangaku Scholar Aoki Okikatsu from the Fukuoka Feudal 

Domain and His Awareness of Things Foreign 

MATSUMOTO Eiji 

τnis paper examines the study undertaken at Nagasaki by Aoki Okikatsu， a pioneering Rangaku scholar of the 

Fukuoka feudal domain， through the introduction of recently discovered historical materials called “Oranda 

Mondo" (Dutch Questions and Answers)， and also investigates the type of influence that the experience of 

studying in Nagasaki had on Okikatsu's awareness of things foreign. Okikatsu's trip to Nagasaki to study there 

took place against the backdrop of a strong consciousness of contemporaneous matters on the part of the 

Fukuoka feudal domain， which was in charge of guarding Nagasaki and for which gaining an understanding of 

world geography and the international situation was indispensable. The Fukuoka domain was charged with 

stationing guards at the feudal lord's warehouses in Nagasaki and through taking on the task of Dutch 

translation they collected information about other countries. For Okikatsu， who was stationed at the feudallord's 

warehouses as a purchasing official， this kind of environment was a huge factor in the advancement in his studies. 

At that time in Nagasaki， the arrival of Russian ships posed a problem for the Nagasaki garrison， trade 

between Japan and Holland was being conducted using chartered American ships， and it was a period of great 

change in the international situation as it pertained to Japan， as exemplified by disturbances in Europe and Asia 

reported in Oranda Fusetsugaki (Reports from Holland). These changes in the international situation had a 

significant effect on Okikatsu's awareness about the outside， and gave rise to anti-foreign assertions regarding 

such issues as the harmful effects of foreign trade， the strengthening of Japan's“sakoku" (isolationist) policy， 

and the bolstering of its sea defenses. Okikatsu's Rangaku， was not a genuine pursuit of national sciences， but 

rather was a study of world geography and the international situation considered necessary by the Fukuoka 

domain to assume their garrison duties in Nagasaki. Consequently， one m司jorfeature of the domain's Rangaku is 

its basis， which lay in a timely awareness of a deepening in an international crisis. This type of characteristic is 

similar to the cases of Shunsaku Ogata， a vaccination physician belonging to a branch domain called the Akizuki 

domain， who went to Nagasaki at virtually the same time to study Rangaku， and Abe Ryuhei， Okikatsu's student. 

Although it is generally said that Rangaku began with the fields of natural science such as medicine and 

botany， in the case of the Fukuoka domain a concerted effort to study Rangaku began with a study of world 

geography and the international situation. Under such circumstances， the position of the Fukuoka domain was 

one of being assigned the militaristic role of guarding Nagasaki， for which reason it became highly aware of the 

external threat without regard to social class. We may， therefore， interpret this as a regional characteristic that 

gave rise to the origin of Rangaku in the Fukuoka domain. 
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