
る
。

第
五
冊
解
説

『
歴
代
賓
案
』
校
訂
本
の
第
三
冊
、
第
四
冊
に
続
い
て
こ
こ
に
第
五
冊
を

刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
五
冊
は

『歴
代
賓
案
』
第
二
集
の
巻
三
十
一

か
ら
四
十
九
ま
で
、
す
な
わ
ち
年
代
で
い
え
ば
乾
隆
十
五
年
（
一
七
五

0
)

か
ら
同
三
十
年
（
一
七
六
五
）
年
ま
で
の
十
六
年
の
間
の
文
書
を
収
め
て
い

第
二
集
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
底
本
に
つ
い
て
は
第
四
冊
の

巻
末
の
神
田
信
夫
氏
の
解
説
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い
。
本
書
巻
頭
の
四
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
存
巻
表
に
示
し
た
よ
う

に
、
本
冊
に
収
め
た
巻
々
に
つ
い
て
は
鎌
倉
芳
太
郎
氏
影
印
本
に
は
写
本
が

存
在
せ
ず
、
巻
三
十
六
、

三
十
七
、

三
十
八
、
四
十
三
に
つ
い
て
は
旧
沖
縄

県
立
図
書
館
写
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
以
外
は
台
湾
大
学
蔵
写
本
を
底
本
と

し
た
。
校
訂
作
業
に
使
用
し
た
資
料
は
「
参
照
資
料
一
覧
」
に
示
し
た
通
り

で
、
基
本
的
な
方
針
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

国
立
国
会
図
書
館
蔵
写
本
は

『歴
代
賓
案
』
所
収
の
文
書
の
す
べ
て

を
収
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
に
つ
い
て

校
訂
に
つ
い
て

校
訂
本

生

田

滋

検
討
し
て
み
る
と
、
異
同
が
甚
だ
し
く
、
明
ら
か
に
別
系
統
の
写
本
、

お
そ
ら
く
は
草
稿
本
か
ら
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
誤
字
を
訂
正
し
、
脱
字
を
補
う
の
に
必
要
な
場
合
に
限

っ
て
頭
在
に
掲
げ
、
そ
れ
以
外
の
異
同
は
省
略
し
た
。
な
お
国
会
図
書

館
蔵
写
本
の
性
格
と
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
別
途
詳
し
く
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

中
国
側
の
資
料
に
は

『歴
代
賓
案
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
関
係
文

書
を
引
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
原
梢
」
と
し
て

コ
ピ
ー
し
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ら
と

『歴
代
賞
案
』
所
収
の
文
書
を
対
照
し
て

み
る
と
、
す
く
な
か
ら
ぬ
異
同
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
読
み
や
す

く
」
と
い
う
か
、
琉
球
風
の
文
章
を
で
き
る
だ
け
中
国
風
の
文
章
に
な

る
よ
う
に
添
削
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
異
同
は

い
わ
ば

『歴
代
賞
案
』
所
収
の
文
書
の
「
異
文
」
で
は
な
く
‘

―
つ
の

「
解
釈
」
、
な
い
し
は
「
読
み
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。『
歴

代
賓
案
』
の
「
原
本
」
が
そ
も
そ
も
原
文
書
の
写
し
、
あ
る
い
は
控
え

で
あ
っ
て
、
こ
の
校
訂
作
業
の
本
来
の
任
務
は
そ
の
原
文
書
の
テ
キ
ス

ト
を
で
き
る
だ
け
再
建
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
う

し
た
「
解
釈
」
な
い
し
は
「
読
み
」
を
校
訂
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き

る
か
ぎ
り
避
け
、
頭
注
に
は
原
文
書
の
復
原
に
必
要
最
小
限
度
の
も
の

に
限
っ
て
掲
示
す
る
よ
う
に
し
た
。
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進
貢
に
つ
い
て

『歴
代
賣
案
』
所
収
の
文
書
で
同
一
の
も
の
が
琉
球
側
の
資
料
（
『表

集
』
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
や
は
り
か
な
り
異
同
が

あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
異
同
が
あ
る
の
か
、
し
ば
し
ば
理
解
に

苦
し
む
場
合
が
あ
る
が
、

一
般
的
に
い
っ
て
草
稿
、
あ
る
い
は
原
案
か

ら
の
写
し
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
関
係
は
や

は
り
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
校
訂
作
業
の
任
務

を
右
の
よ
う
に
限
定
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
異
同
を
校
訂
に
採
用
す
る

の
は
や
は
り
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う

に
処
理
し
た
。

な
お
本
冊
巻
三
十
三
に
乾
隆
十
七
年
（

一
七
五
二
）
の
進
貢
に
関
す
る
文

書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
三
十
三
、
三
十
四
の
い
ず
れ
に
も
「
乾
隆
十

八
年
進
貢
帰
帆
文
」
と
で
も
い
う
べ
き
、
こ
の
進
貞
船
が
帰
国
し
た
際
に
持

ち
帰
っ
た
文
書
の
写
し
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
年
の
進
貢
船

二
隻
の
う
ち
の
頭
号
船
が
帰
途
に
沈
没
し
た
た
め
に
、
文
書
が
失
わ
れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。

本
冊
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
時
期
に
お
け
る
琉
球
か
ら
中
国
へ
の
進
貢
の
状
況

は
基
本
的
に
二
年

一
貢
で
あ

っ
て、

乾
隆
の
年
号
で
い
う
と
、
奇
数
の
年
に

進
貢
が
行
わ
れ
、
進
貢
船
は
そ
の
年
の
う
ち
に
帰
国
し
、
翌
年
、
つ
ま
り
偶

数
の
年
に
使
節
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
の
接
貢
船
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
使
節

の
正
使
は
耳
目
官
、
副
使
に
は
正
議
大
夫
が
任
命
さ
れ
、
接
貢
使
に
は
都
通

事
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
こ
れ
以
前
の
時
期
と
変
わ
り
は
な

い
。
た
だ
し
乾
隆
十
六
年
（
一
七
五

一
）
の
場
合
だ
け
は
尚
敬
王
の
死
を
中

国
に
報
告
す
る
た
め
に
正
議
大
夫
鄭
国
禎
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
例
外
と
し
て
乾
隆
二
十
五
年

（
一
七
六

0
)
に
は
進
貢
が
行
わ
れ
て

お
ら
ず
、
翌
年
の
接
貢
船
の
派
遣
も
な
い
。
そ
の
前
例
と
し
て
は
乾
隆
九
年

（
一
七
四
四
）
に
進
貢
が
行
わ
れ
ず
、
翌
年
の
接
貢
船
の
派
遣
も
な
か
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
神
田
氏
が
第
四
冊
の
解
説
の
な
か

で
詳
し
く
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の

場
合
、
乾
隆
五
年
（

一
七
四

0
)
に
進
貢
・
謝
恩
使
が
派
遣
さ
れ
て
か
ら
二

回
目
の
進
貢
を
行
う
年
、
つ
ま
り
乾
隆
九
年
の
進
貢
が
休
止
さ
れ
て
お
り
、

今
回
の
場
合
も
謝
恩
使
が
派
遣
さ
れ
た
乾
隆
二
十
一
年
（

一
七
五
六
）
か
ら

二
回
目
の
進
貢
を
行
う
年
、
つ
ま
り
乾
隆
二
十
五
年
の
進
貢
が
休
止
さ
れ
て

い
る
。
中
国
側
で
は
前
例
に
則
っ
て
進
貢
の
休
止
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
そ
れ
で
は
い
わ
ば
日
常
的
な
業
務
で
あ
る
漂
流
民
の
相
互
送
還
の
事
務

が
と
ど
こ
お
る
の
で
、
別
途
必
要
な
文
書
の
発
給
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
文
書
は
巻
四
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ

る
こ
と
に
し
た
い
。
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こ
の
時
期
の
琉
球
と
中
国
の
外
交
関
係

一
、
尚
敬
の
死
去
と
尚
穆
の
冊
封

こ
の
時
期
の
琉
球
と
中
国
の
外
交
関
係
で
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
事
件
と
い
え

る
の
は
、
乾
隆
十
五
年
（
一
七
五

0
)
に
尚
敬
が
死
去
し
、
尚
穆
が
王
位
に

つ
き
、
中
国
に
冊
封
を
要
請
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
か
ら

は
乾
隆
一
―
十
一
年
（
一
七
五
六
）
に
正
使
全
魁
、
副
使
周
煙
を
派
遣
し
、
尚

穆
を
琉
球
国
中
山
王
に
封
じ
た
。
冊
封
使
一
行
は
同
年
六
月
十
日
に
二
隻
に

分
乗
し
て
福
州
を
出
帆
し
た
が
、
台
風
の
た
め
に
久
米
島
に
避
難
し
た
。
そ

の
後
頭
号
船
は
久
米
島
で
難
破
し
た
の
で
、
事
情
を
知
っ
た
尚
穆
は
船
三
隻

を
派
遣
し
て
、
使
節
一
行
を
那
覇
に
迎
え
た
。
二
号
船
も
損
傷
し
た
が
、
自

カ
で
出
港
し
た
の
ち
中
国
の
温
州
に
漂
着
し
、
那
覇
に
到
着
し
た
の
は
十
二

月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

さ
て
冊
封
の
儀
式
は
同
年
八
月
二
十
一
日
に
挙
行
さ
れ
た
が
、
冊
封
使
を

護
衛
す
る
た
め
に
頭
号
船
に
乗
り
組
ん
で
い
た
営
兵
が
琉
球
側
か
ら
贈
ら
れ

た
見
舞
金
の
額
に
満
足
せ
ず
、
冊
封
使
や
琉
球
側
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
示

威
行
為
や
暴
力
行
為
を
働
い
た
。
琉
球
側
で
は
こ
れ
に
対
し
て
さ
ら
に
見
舞

金
を
増
額
し
て
事
態
を
収
拾
し
た
。
ま
た
十
二
月
に
那
覇
に
到
着
し
た
二
号

船
の
乗
員
に
対
し
て
も
見
舞
金
が
贈
ら
れ
た
。

問
題
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
全
魁
、
周
燻
は
帰
国
後
も
久

米
島
で
遭
難
し
た
際
に
久
米
島
の
島
民
の
救
難
活
動
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た

こ
と
や
、
営
兵
の
反
抗
行
為
に
つ
い
て
は
朝
廷
に
全
く
報
告
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
中
国
側
で
は
本
冊
巻
三
十
九
に
収
め
ら
れ
た
琉
球
側
か
ら
福
建
布

政
司
宛
て
の
杏
文
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
を
知
り
、
上
司
に
報
告
し
た
。全
魁
、

周
煙
に
つ
い
て
は
処
分
は
免
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
関
係
者
に
つ
い
て
は
大

が
か
り
な
処
分
が
行
わ
れ
、
琉
球
側
に
対
し
て
も
陳
謝
が
な
さ
れ
、
琉
球
側

が
贈
っ
た
見
舞
金
は
や
が
て
返
還
さ
れ
た
。

な
お
周
煙
は

『琉
球
国
志
略
』
を
著
し
た
他
、
滞
在
中
に
書
い
た
詩
文
は

『海
山
存
稿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
以
上
は
村
尾
進
「
周
煙
撰

『琉
球
国

志
略
』
解
題
」
（
夫
馬
進
編

『使
琉
球
録
解
題
及
び
研
究
』
京
都
大
学
文
学

部
東
洋
史
研
究
室
刊
）
九
七
＼
一

0
四
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）
。

二
、
進
貢
使
臣
の
死
亡

琉
球
の
官
人
に
と
っ
て
進
員
、
接
貢
の
使
節
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
大
き

な
名
誉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
中
国
へ
の
航
海
、
福
州
か
ら
北
京

へ
の
往
復
の
陸
路
の
旅
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本

冊
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
十
六
年
の
間
に
進
貢
使
が
八
回
、
接
貢
使
が
七
回
派
遣

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
乾
隆
十
五
年
（
一
七
五

0
)
の
進
貢
正
使
毛
元

烈
、
翌
十
六
年
(
-
七
五

一
）
の
報
喪
使
で
あ
る
正
議
大
夫
鄭
国
禎
、
乾
隆

二
十
三
年
（
一
七
五
八
）
の
進
貢
正
使
毛
世
俊
が
福
州
で
病
死
し
て
い
る
。

中
国
側
が
丁
重
に
そ
の
死
を
弔
っ
て
い
る
こ
と
が
本
冊
所
収
の
文
書
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
る
。
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四 こ
の
十
六
年
間
に
官
生
の
派
遣
は
た
だ
一
度
行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

乾
隆
二
十
一
年
（

一
七
五
六
）
に
琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
全
魁
、
周
煙
に
特

別
に
要
請
し
た
と
い
う
形
で
同
二
十
三
年
（
一
七
五
八
）
に
四
名
の
官
生
、

す
な
わ
ち
梁
允
治
、
鄭
孝
徳
、
禁
世
昌
、
金
型
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
か
れ

ら
は
北
京
の
国
子
監
で
勉
学
し
た
が
、
金
型
は
乾
隆
二
十
五
年
（
一
七
六

0
)

二
月
に
病
死
し
、
梁
允
治
は
同
年
四
月
に
病
死
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
中
国

側
の
対
応
も
い
き
と
ど
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
の
こ
る
二
人
に
関
し
て
は
同

二
十
七
年
（

一
七
六
―

-）
に
琉
球
側
か
ら
帰
国
の
申
請
が
出
さ
れ
、
翌
年
帰

国
し
て
い
る
。

漂
流
民
の
送
還

本
冊
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
中
国
か
ら
琉
球
へ
の
漂
流
民
、

琉
球
か
ら
中
国
へ
の
漂
流
民
の
救
護
、
送
還
に
関
す
る
文
書
が
多
い
の
が
目

に
つ
く
。
と
く
に
漂
流
民
の
送
還
に
つ
い
て
そ
の
名
簿
が
記
録
さ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
例
は
乾
隆
六
年
（
一
七
四
一
）
に
始
ま
り
、
翌
七

年
（
一
七
四
二
）
に
一
例
、
同
十
年
（
一
七
四
五
）
に
一
例
、
同
十
四
年
（

一

七
四
九
）
に
三
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
琉
球
側
か
ら
中
国
人
漂
流
民
を
送
還

す
る
場
合
に
名
簿
が
付
さ
れ
た
例
で
あ
る
が
、

乾
隆
十
五
年
以
降
こ
う
し
た

例
が
増
加
し
、
し
か
も
琉
球
人
を
送
還
す
る
場
合
に
も
名
簿
が
付
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。『
歴
代
賣
案
』
に
見
え
る
限
り
で
も
、
溜
流
の
件
数
は
こ
の
時

三
、
官
生
の
派
遣

期
が
圧
倒
的
に
多
い
。『
歴
代
賣
案
』
に
記
録
さ
れ
た
漂
流
は
い
ず
れ
も
船

が
難
破
し
て
、
相
手
国
で
救
護
さ
れ
、
進
貢
船
、
接
貞
船
に
便
乗
し
て
帰
国

し
た
よ
う
な
場
合
で
、
悪
天
候
を
や
り
す
ご
し
、
時
期
を
待
っ
て
自
力
で
帰

国
し
た
船
は
更
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
漂
流
民
の
増
加
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
人
の
漂
流
民
に
関
す
る
記
事
を
読
ん
で
い
る
と
、
中
国
東
北
地
方
あ

る
い
は
山
東
地
方
か
ら
福
州
、
台
湾
方
面
に
至
る
沿
岸
航
路
の
利
用
が
盛
ん

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
関
係
の
文
書
に
も
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、康
熙
二
十
三
年
（
一
六
八
四
）
に
遷
海
令
が
撤
廃
さ
れ
て
、

中
国
人
の
海
上
進
出
が
自
由
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
方
琉
球
側
に

つ
い
て
も
、
琉
球
列
島
内
部
で
の
海
上
交
通
、
と
く
に
八

重
山
諸
島
か
ら
沖
縄
本
島
へ
の
米
な
ど
の
輸
送
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
伺
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
密
貿
易
の
た
め
の
中
国
船
の
琉
球
来

航
、
琉
球
船
の
中
国
渡
航
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

『歴
代
賓
案
』
所
収
の
漂
流
に
関
す

る
文
書
は
、
そ
れ
こ
そ
難
破
し
た
り
し
て
、
官
憲
の
世
話
に
な
っ
た
も
の
だ

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
れ
に
数
倍
す
る
中
国
船
、
琉
球
船
が
そ
れ
ぞ
れ

相
手
側
の
海
岸
に
姿
を
現
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
漂
流
民
の
相
互
送
還
は
中
国
と
琉
球
と
の
間
の
朝
貢
関
係
の
い

か
に
す
る
た
め
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

の
漂
流
の
記
事
は
こ
の
時
期
の
そ
う
し
た
中
国
の
海
上
輸
送
の
状
況
を
明
ら
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五
生
糸
の
買
い
入
れ

わ
ば
日
常
的
な
業
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
進
貢
、
接
貢
の
行
わ
れ
な
か

っ
た
乾
隆
二
十
五
、
二
十
六
年
に
も
中
国
、
琉
球
の
双
方
か
ら
漂
流
民
送
還

に
関
す
る
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
漂
流
民
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
送
還
の
事
務
処
理
は

双
方
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
さ
ま
ざ
ま
な

関
連
文
書
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
と
い
う
よ
り

は
、
繁
文
褥
礼
に
近
い
も
の
を
感
じ
る
。
こ
れ
で
は
担
当
者
は
た
い
へ
ん
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し

『歴
代
賞
案
』
の
こ
の
前
後
の
部
分
に
目
を

通
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
漂
流
民
の
送

還
に
関
す
る
文
書
は
減
少
し
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
琉
球
か
ら
中
国
へ

の
漂
流
民
の
送
還
に
関
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
琉
球
船
が
中

国
に
漂
着
し
た
場
合
に
は
、
便
乗
す
る
船
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
別
途
簡
単

な
手
続
き
に
よ
っ
て
帰
国
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
歴
代
賓
案
』
は
外
交
事
務
に
関
す
る
文
書
の
コ
ピ
ー
な
い
し
は
控
え
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
進
貢
船
、
接
貢
船
が
福
州
で
貿
易
を
行
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
見
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
貿
易
関
係
を
記
録
し
た

よ
う
な
文
書
は
な
い
。
し
か
し
本
冊
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
時
期
、
と
く
に
そ
の

最
後
の
数
年
間
は
琉
球
と
中
国
と
の
貿
易
関
係
に
と
っ
て
画
期
的
な
時
期
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
琉
球
側
は
乾
隆
二
十
七
年
（
一

※

『歴
代
賓
案
』
校
訂
本
第
五
冊

（
六0
1
~
六
0
五
頁
）
。

一
九
九
六
年

七
六
二
）
か
ら
湖
糸
、
つ
ま
り
湖
南
、
湖
北
省
産
の
生
糸
を
買
い
入
れ
る
許

可
を
も
と
め
、
こ
れ
が
条
件
付
で
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
中
国
側
は

常
に
イ
ギ
リ
ス
が
買
い
入
れ
る
生
糸
の
量
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
琉
球
側
と
貿

易
量
を
交
渉
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
本
冊
に
続
く
第
六
冊
の
乾
隆
三
十
一

年
（
一
七
六
六
）
か
ら
五
十
四
年
（

一
七
八
九
）
の
間
に
も
し
ば
し
ば
中
国

と
琉
球
と
の
交
渉
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

沖
縄
県
教
育
委
員
会
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