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ハ
ー
バ
ー
ド

・
燕
京

・
同
志
祉

東
方
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
の
終
刊
に
際
し
て

一
九
五
三
年
(
昭
和
二
十
八
年
)
に
愛
足
し
た
ハ

ー
バ
ー
ド
燕
京
同
志
社
東

方
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
の
第
十
四
冊
目
の
刊
行
を
終
え
て
、
こ
こ
に
ひ

と
ま
ず
刊
行
を
打
切
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ま
そ
の
終
刊
に
際
し
て
、
東
方
文

化
講
座
委
員
曾
が
、
過
去
数
年
に
わ
た
っ
て
営
な
ん
で
き
た
若
干
の
事
業
を
回

顧
し
て
、
も
っ
て
そ
れ
ら
の
事
業
に
、
直
接
間
接
の
支
援
を
あ
た
え
ら
れ
た
諸

氏
へ
の
挨
拶
と
、
ま
た
そ
の
謝
意
を
表
明
い
た
し
た
い
と
思
う
。

一
九
五
二
年
(
昭
和
二
十
七
年
)
の
秋
の
終
り
の
頃
で
あ
っ
た
か
と

思
う

が
、
笛
時
ハ

ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
の
所
長
で
あ
っ
た
エ
リ
セ
l
フ
氏
が
来
日

さ
れ
て
、
東
京
お
よ
び
闘
西
に
お
け
る
公
私
の
大
摩
を
歴
訪
せ
ら
れ
た
が
、
そ

れ
が
同
研
究
所
の
資
金
の
供
輿
さ
き
選
定
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
日
に

な
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

エ
リ
セ
l
フ
氏
が
同
志

枇
を
訪
れ
ら
れ
た
の
は
、
同
氏
と
親
交
の
あ
っ
た
梅
原
末
治
氏
の
東
道
に
よ
る

も
の
で
あ
る
が
、
賞
時
に
お
い
て
は
右
資
金
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
九
五
三
年
(
昭
和
二
十
八

年
)
の
四
月
に
な
っ
て
、
米
閣
の
新
曾
計
年
度
た
る
七
冗
以
降
一
年
聞
を
限
っ

て、

総
額
七
千
ド
ル
(
邦
償
に
し
て
約
二
百
五
十
高
間
)
の
金
額
を
贈
興
す
る

と
い
う
通
知
が
同
志
位
線
長
あ
て
に
途
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
そ
の
う
ち
四

千
ド
ル
(
約
百
五
十
蔦
園
)
は
東
方
文
化
に
関
す
る
書
籍
の
購
入
費
と
し
て
、

ま
た
三
千
ド
ル
(
約
百
部
国
)
は
、
同
志
位
に
お
け
る
東
方
文
化
に
閲
す
る
レ

ク
チ
ャ

ー
の
開
講
費
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
に
資
金
の
使
途
に
つ
い
て
な

ん
ら
の
指
示
も
制
約
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
後
日
知
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
の
ハ

ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
の
資
金
は
、
同
志
一
祉
以
外
に
わ
が
園
で

は
、
京
都
大
祭
人
文
科
事
研
究
所
や
図
際
基
督
教
大
皐
等
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
使
途
に
つ
い
て
の
係
件
や
金
額
を
異
に
し
て
供
興
せ
ら
れ
た
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
な
お
右
資
金
は
、
筆
者
の
一

片
の
想
像
以
上
に
は
出
な
い
け
れ
ど
も
、

従
来
中
園
の
燕
京
大
祭
附
設
の
恰
悌
燕
京
製
枇
そ
の
他
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
も

の
が
、
今
次
中
園
の
政
愛
に
と
も
な
っ
て
打
切
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
資
金
の
若

干
が
、
改
め
て
わ
が
園
の
東
方
響
研
究
の
資
と
し
て
斡
輿
さ
れ
る
に
い
た

っ
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
ま
た
ハ

ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
運
営
の
資
金
は
、

同
研
究
所
に
寄
附
せ
ら
れ
た
巨
大
な
土
地
の
牧
盆
に
よ
る
も
の
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
右
土
地
の
寄
附
者
の
資
金
運
営
の
篠
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
主
義
の
大
撃
に
と
い
う
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
と
灰
聞
し
て
い
る
。
も
し
然

り
と
す
れ
ば
、
従
来
東
方
撃
に
闘
し
て
全
然
不
毛
の
地
で
あ
っ
た
同
志
位
に
、

特
に
選
ん
で
該
資
金
が
贈
興
せ
ら
れ
た
こ
と
に
、

一
際
の
理
由
が
見
出
し
得
な

い
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
を
穿
撃
す
れ
ば
、
梅
原
末
治
氏

の
母
校
同
士
山
枇
に
封
す
る
好
意
的
な
斡
旋
も
、
大
い
に
あ
ず
か

つ
て
力
あ
っ
た

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
同
志
社
大
翠
で
は
右
資
金
の
供
輿
決
定
の
通
知
を
受
け
る
と
同
時

に
、

ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
間
志
社
東
方
文
化
講
座
委
員
舎
を
組
織
し
、
上
野
直

灘
、
高
橋
貞
一
二
、
吉
川
秀
造
、
石
田
一
郎
、

お
よ
び
筆
者
の
五
人
に
委
員
を
委

蝿
し
、
服
部
史
郎
氏
を
経
理
責
任
者
と
し
て
任
命
し
た
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
中

園
古
典
、
殊
に
通
常
一
般
に
必
要
と
す
る
基
礎
的
な
叢
書
や
類
書
や
史
書
類
を

中
心
と
し
て
蒐
集
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
他
方
ま
た
東
方
文
化
講
座
を
開
講
す

る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
講
座
の
第

一
回
目
は
員
塚
茂
樹
氏
の

「
中
園
民

族
の
成
立
亡
を
連
総
四
回
に
わ
た
っ
て
、
ま
た
第
二
回
目
は
吉
川
幸
次
郎
氏
の

。。nu 
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「
中
園
文
庫
-
序
説
」
を
四
回
に
わ
た
っ
て
、
第
三
回
目
は
加
藤
常
賢
氏
の
「
中

国
古
代
の
宗
教
と
思
想
」
を
、
こ
れ
ま
た
四
固
に
わ
た
っ
て
開
講
し
た
。

一
九
五
四
年
(
昭
和
二
十
九
年
)
度
に
お
い
て
は
、
従
来
の
東
方
文
化
講
座

を
二

つ
に

分
け
て
、
ひ
と
つ
は
公
開
講
座
と
し
て
一
般
の
聴
講
者
を
封
象
と

し
、
他
は
事
内
の
常
設
講
座
と
し
て
、
も
つ
ば
ら
皐
内
の
畢
生
を
封
象
と
し
、
か

っ
希
望
に
よ
っ
て
は
軍
位
を
修
得
し
得
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
年
度
に

お
け
る
第
一
回
目
の
公
開
講
座
は
‘
小
島
蹴
馬
氏
に
よ
っ
て
「
中
園
の
政
治
思

惣
L

を
、
第
二
回
目
は
梅
原
末
治
氏
に
よ
っ
て
「
考
古
事
上
よ
り
見
た
る
中
園

古
代
の
文
化
」
を
、
そ
し
て
第
三
回
目
と
第
四
回
目
と
は
、
和
田
清
氏
に
よ
る

「
東
洋
史
上
よ
り
掘
削
た
る
古
代
の
日
本
」
と
、
佐
伯
好
郎
氏
に
よ
る
「
中
園
に
お

け
る
景
数
衰
亡
の
歴
史
」
と
を
、
五
月
十
六
日
か
ら
四
日
閥
、
午
前
と
午
後
と

に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
開
講
し
た
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
講
師
の
都
合
に
よ
り
、

次
年
度
の
一
回
分
を
く
り
あ
げ
て
開
講
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
エ
リ

ャ
l
フ
氏
が
入
洛
せ
ら
れ
た
の
を
機
曾
に
、
同
氏
を
か
こ
み
、
講
師
を
ま
じ
え

て
、
南
繭
寺
の
瓢
亭
に
相
曾
し
て
、
一
夜
徴
談
の
席
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

一方、

皐
内
の
常
設
講
座
は
、
祭
生
に
中
園
の
通
史
の
知
識
を
あ
た
え
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
古
代
か
ら
後
漢
ま
で
を
宮
崎
市
定
氏
に
、
三
園
か
ら
唐
ま

で
を
宇
都
宮
清
吉
氏
に
、
五
代
か
ら
明
ま
で
を
田
村
賓
造
氏
に
、
清
朝
以
降
を

安
部
俊
夫
氏
に
お
願
い
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
領
域
か
ら
分
指
講
義
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。

一
九
五
五
年
(
昭
和
三
十
年
)
の
公
開
講
座
は
、
前
記
の
ご
と
く
和
田
、
佐

伯
雨
氏
の
講
義
の
ひ
と
つ
を
も
っ
て
、
と
の
年
度
の
第
一
回
目
の
そ
れ
に
充
嘗

す
る
と
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
第
二
回
目
と
し
て
、
福
井
康
順
氏
の

「
老
子
崇
奔
の
諸
相
」
を
、
第
三
回
目
は
塚
本
善
隆
氏
に
よ
っ
て
、
「
印
度
例

数
か
ら
支
那
悌
数
へ
の
展
開
」
を
そ
れ
ぞ
れ
開
講
し
た
。
な
お
こ
の
年
の
七
月

に
は
、
重
海
大
事
数
授
努
総
氏
が
、
米
国
よ
ら
錦
撃
の
途
次
来
日
せ
ら
れ
た
の

で
、
わ
れ
わ
れ
の
委
員
曾
と
東
方
事
曾
と
の
共
催
の
形
で
、
同
志
社
を
曾
場
と

し
て
同
氏
を
園
み
、
居
延
漢
筒
お
よ
び
中
園
の
古
代
文
化
を
申
心
と
す
る
座
談

舎
を
催
し
た
が
、

吉
川
幸
次
郎
氏
が
通
謬
の
勢
を
と
ら
れ
、
関
西
各
地
か
ら
五

十
数
名
の
参
曾
者
を
得
て
き
わ
め
て
盛
曾
で
あ
っ
た
。

な
お
こ
の
年
度
に
お
け
る
撃
内
常
設
講
座
は
、
木
村
英
一
氏
の
「
中
園
固

有
思
組
に
お
け
る
宗
教
的
要
素
」
、
筆
者
の
「
漢
代
の
法
思
惣
」
、
守
屋
美
都
雄

氏
の

「
六
朝
時
代
の
家
」
、
卒
岡
武
夫
氏
の
「
漢
字
整
理
の
問
題
L
、
重
樺
俊
郎

氏
の
「
支
那
思
惣
の
特
殊
問
題
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
週
一
回
づ

っ
四
週
間
に
わ
た

っ
て
開
講
し
た
。

か
く
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
か
ら
資
金
の
供
奥
を
う
け
て
き
た
四
年

目
の
一
九
五
六
年
に
は
、
同
研
究
所
の
所
長
と
な
ら
れ
た
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
か

ら
、
次
年
度
か
ら
は
一
般
的
に
、従
来
め
よ
う
な
資
金
の
供
奥
方
法
を
基
本
的
に

改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
従
っ
て
従
来
の
よ
う
な
形
に
お
け
る
資
金
の
供

輿
は
本
年
を
も
っ
て
打
切
る
こ
と
と
す
る
と
い
う
内
示
に
接
し
た
が
、
委
員
曾

は
公
開
講
座
に
関
し
て
は
、
本
年
も
ま
た
従
来
の
と
お
り
に
、
年
三
回
開
催
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
従
っ
て
公
開
講
座
の
第
一
回
目
は
、
一
柳
田
喜
一
郎
氏
の

「
中
園
書
法
の
二
大
潮
流
」
を
、
第
二
回
目
は
三
品
彰
英
氏
の
「
北
鮮
と
南
鮮
」

を
、
第
三
回
目
は
石
団
幹
之
助
氏
の
「
支
那
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
関
議
し
た
。

ま
た
九
月
に
は

ハ
ー
バ
ー
ド
誠
一
京
研
究
所
か
ら
踊
園
の
途
に
あ
っ
た
蔓
海
大
皐

教
授
萱
聞
紙
氏
を
同
志
祉
に
迎
え
て
、
凪
刀
株
氏
の
場
合
と
同
様
に
東
方
皐
舎
と

共
同
主
催
で
、
小
川
環
樹
氏
の
通
謬
に
よ
っ
て
、
「
最
近
に
お
け
る
中
園
語
の

研
究
」
と
題
す
る
同
氏
の
講
演
を
き
き
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
な
ご
や
か
な

座
談
曾
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
が
一
九
五
三
年
か
ら
五
六
年
に
わ
た
る
四
年
間
に
お
け
る
公
開
講
座
と
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間
学
内
常
設
講
座
と
の
概
要
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
か

ら
の
資
金
の
供
興
は
、
殿
格
に
一

年
づ

つ
の
期
間
を
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
二
年
な
い
し
三
年
の
計
重
性
を
も
っ
た
企
護
を
立
て
得
な
い
憾
み
が
あ

り
、
こ
の
貼
は
資
金
を
最
も
効
果
的
に
使
用
し
て

い
く
上
で
、
委
員
曾
の
も
っ

と
も
苦
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら

同
士
山
枇
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
翠
闘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
ハ
ー
バ
ー

ド
誠
一
京
研
究
所
の
資
金
の
寄
附
者
の
意
士
山
に
多
少
と
も
沿
っ
て
、
中
園
の
宗
教

に
附
す
る
講
庖
を
織
り
込
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
委
員
舎
の
ひ
そ
か
な
る

願

い
は
、
加
藤
常
賢
氏
の
中
園
古
代
の
宗
教
思
想
、
木
村
英
一
氏
の
中
劉
人
の
宗

教
性
の
問
題
、
稲
井
康
順
氏
の
道
教
、
塚
本
善
隆
氏
の
中
園
の
併
数
、
佐
伯
好

郎
氏
の
景
数
、
石
団
幹
之
助
氏
の
元
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
講
座
に

よ
っ
て
、

一
悠
は
み
た
し
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。
た
だ
最
も

逮
捕
聞
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
と
れ
ら
の
講
師
諸
氏
の
講
義
を
、
こ
と
ご
と
く
は
東

万
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
中
に
枚
め
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
謬
界
の
た
め

に
も
ま
こ
と
に
申
謬
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
、
が
、
そ
れ
は
い

つ
に
筆
者
の
努
力
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
痛

惜
に
塩
え
な
い
の
は
、
「
中
園
人
の
天
下
問
念
|

|
政
治
思
想
史
的
試
論
」
の

力
作
を
寄
せ
ら
れ
た
安
部
健
夫
氏
が
、
昨
年
の
二
月
二
十
日
に
急
逝
せ
ら
れ
た

こ
と
で
、
こ
こ
に
謹
ん
で
弔
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
次
に
、
上
記
の
諸
氏
の
執
筆
に
か
か
る
東
方
文
化
講
座
の
シ
リ
ー
ズ
名

を
掲
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
題
名
が
公
開

・
翠
内
雨
講
座
に
お
け

る
そ
れ
と
若
干
異
な
る
も
の
の
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
講
師
の
都
合
に
よ
っ
て
改

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

一
中
園
の
政
治
思
想

二
漢
代
家
族
の
形
態
に
闘
す
る
考
察
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守小

屋島

結

馬

美
都
雄

中
園
古
代
の
宗
教
と
思
想

支
那
古
代
に
於
け
る
合
理
的
思
惟
の
展
開

北
鮮
と
南
鮮

中
園
人
の
天
下
概
念
|
政
治
思
想
史
的
試
論

中
園
に
於
け
る
景
数
衰
亡
の
歴
史

付
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
に
及
ぼ
し
た
る

ロ
ー

マ

法

率

思

想

の

影

響

佐

伯

中

国

古

代

史

概

論

宮

崎

東

洋

史

上

よ

り

観

た

る

古

代

の

日

本

和

田

北
ア

ツ

ア

に

お

け

る

歴

史

世

界

の

形

成

田

村

中
園
固
有
思
想
に
於
け
る
捨
身
と
祈
り
と
に
つ
い
て

木

村

英

一

十

二

中

園
に

お

け

る

言

語

調

査

重

同

鯨

十

三

中

図
書
法
の
二
大

潮

流

紳

田

喜

一
郎

十

四

漢

字

の

形

と

文

化

卒

岡

武

夫

以
上
、
東
方
文
化
に
関
す
る
公
開
講
座
お
よ
び
事
内
常
設
講
座
の
開
催
、
東

方
文
化
に
闘
す
る
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
、
な
ら
び
に
東
方
事
研
究
に
要
す
る
一
般

的
基
礎
的
な
書
籍
の
蒐
集
と
研
究
室
の
設
置
、
こ
れ
ら
が
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
研

究
所
の
資
金
に
よ
る
主
た
る
事
業
で
あ
る
が
、
な
お
付
帯
的
に一

、
二
の
研
究

や
調
査
の
完
成
を
見
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
共
同
研
究
の
形
を
と
っ
て
漢
書
刑
法
志
の
謬
注
を
行
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
と
れ
は
一
九
五
六
年
(
昭
和
三
十
一
年
)
の
七
月
か
ら
着
手
し
た
も
の

で
、
共
同
研
究
の
参
加
者
は
童
相
博
俊
郎
、
卒
中
苓
次
、
西
田
太
一
郎
、
森
三
樹

三
一
郎
、
守
屋
美
都
雄
の
五
氏
と
筆
者
と
、
お
よ
び
日
原
利
園
君
が
こ
れ
に
加
わ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
企
査
を
改
め
て
、
共
同
研
究
を
行
な
う
に
い
た
つ

七六 五四三

健彰俊常

夫英郎賢

安三重加

部品 i翠藤

十
一十九八

市好

造清定郎

質

-100一
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た
一
般
的
な
事
由
は
、
従
来
の
公
開
や
翠
内
の
爾
講
座
の
運
営
に
つ
い
て
、
い

ま
一
度
基
本
的
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
立
ち
い
た
っ
た
こ
と

と
、
折
角
蒐
集
し
た
文
献
や
研
究
室
の
設
備
を
死
鵡
糊
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
際

積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
委
員
曾
内
に
生
じ
て
き
た
と
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
漢
書
の
刑
法
志
を
研
究
謝
象
に
選
ん
だ
の
は
、

委
員
曾
の
委
員
の
ひ
と
り
で
あ
る
筆
者
が
、
た
ま
た
ま
中
国
法
制
史
を
専
攻
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
漢
書
刑
法
志
が
歴
代
正
史
の
最
初
の
刑
法
志
で
あ
る

と
と
、
さ
ら
に
、
漢
警
に
閲
し
て
は
参
照
す
べ
き
注
稗
書
も
、
校
合
に
資
す
べ

き
古
版
本
も
ま
た
多
い
と
い
う
よ
う
な
ζ

と
な
ど
が
考
慮
に
い
れ
ら
れ
て
の
と

と
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
隷
注
は
、
着
手
し
て
ま
る
一
年
後
の
一
九
五
七
年

(
昭
和
三
十
二
年
)
の
七
月
に
一
腹
終
了
し
、
そ
の
閥
、
そ
の
欝
注
は
、
未
定

稿
と
し
て
「
同
志
祉
法
皐
」
に
数
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
、
誇
注
終
了
後
、
約
字

放
を
全
程
的
な
修
正
の
た
め
に
充
嘗
し
、
一
九
五
八
年
(
昭
和
三
十
三
年
)
一
二

月
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
同
志
社
東
方
文
化
講
座
委
員
曾
の
名
に
お
い
て
出
版

し
た
。
こ
の
謬
注
は
、
わ
れ
わ
れ
共
同
研
究
の
参
加
者
一
同
の
責
任
に
お
い

て
、
笛
時
寓
全
を
期
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
日
と
な
っ
て
み
れ

ば
、
不
識
の
誤
謬
や
粗
漏
も
、
ま
た
考
察
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
も
、

さ
ら
に
ま
た
若
干
の
誤
植
も
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
も
し
遁
嘗
な
機
舎

を
得
る
と
と
が
で
き
れ
ば
、
補
正
を
行
な
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
ま
た
漢
書

刑
法
士
山
の
誇
注
終
了
後
は
、
た
だ
ち
に
奮
書
刑
法
士
山
の
誇
注
に
と
り
か
か
っ
た

が
、
や
は
り
同
一
の
メ
ム
パ

l
と
同
一
の
方
法
と
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
着
手
の
の
ち
、
研
究
曾
を
も
つ
こ
と
す
で
に
九
十
四
を
ζ

え
て
い
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
遅
々
と
し
て
響
注
は
進
捗
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
い
つ
に
音

志
の
難
解
な
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
耳
目
志
の
評
注
も
、
ま
た
未
定

稿
と
し
て
「
同
志
枇
法
皐
」
に
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
て
き
て
い
る
。
も
し

同
撃
の
示
数
を
得
る
と
と
が
で
き
れ
ば
き
わ
め
て
幸
い
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
付
記
す
べ
き
こ
と
は
、
「
米
海
善
本
の
研
究
と
解
趨
」
の
上
梓
で

あ
る
。
と
れ
は
も
ち
ろ
ん
東
方
文
化
講
座
委
員
舎
の
本
来
的
な
事
業
で
は
な
く
、

付
帯
的
遇
然
的
な
仕
事
に
す
ぎ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
漢
志
の
課
注
を
試
み
る

に
あ
た
り
、
米
海
に
現
存
す
る
上
杉
家
秘
蔵
の
慶
元
本
漢
書
と
の
校
合
を
是
非

と
も
必
要
と
し
た
た
め
、
筆
者
は
漢
士
山
謬
注
の
メ
ム
パ
ー
で
あ
る
卒
中
苓
次
氏

と
同
行
し
て
、
一
九
五
六
年
(
昭
和
三
十
一
年
)
の
盛
夏
米
海
に
お
も
む
き
、

慶
元
本
漢
書
全
巻
の
篤
異
撮
影
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
機
縁
と
し

て
、
上
杉
家
奮
般
の
善
本
と
、
務
鍛
興
譲
館
mw
所
蔵
本
と
の
調
査
を
依
頼
せ
ら

れ
、
か
っ
そ
れ
に
よ
っ
て
穀
番
目
録
を
作
製
し
、
米
津
市
制
七
十
年
の
記
念
事

業
の
一
と
し
て
、
右
蔵
書
目
録
を
出
版
し
た
い
と
い
う
希
望
が
寄
せ
ら
れ
る
に

い
た
っ
た
。
そ
し
て
委
員
曾
は
、
米
海
善
本
の
皐
界
へ
の
紹
介
の
意
義
と
債
値

と
を
認
め
、
こ
の
事
業
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
と
で
ハ
ー

バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
の
許
諾
を
得
る
と
と
も
に
、
ま
た
烹
都
大
挙
人
文
科
事
研

究
所
を
中
心
と
す
る
多
数
の
諸
氏
の
協
力
を
要
請
し
て
、
一
九
五
七
年
八
月
の

下
旬
に
、
一
行
十
数
名
が
大
摩
し
て
米
調
停
に
出
か
け
、
八
月
廿
一
日
か
ら
月
末

ま
で
の
十
日
の
閲
に
、
無
慮
激
高
容
に
お
よ
ぶ
書
冊
を
、
い
ち
い
ち
克
明
に
カ

ー
ド
に
採
録
す
る
と
と
も
に
、
益
百
本
に
つ
い
て
は
解
題
を
作
成
し
、骨局国
県
を
撮

影
し
、
ま
さ
に
一
気
阿
成
不
眠
不
休
の
勢
を
も
っ
て
調
査
を
敢
行
し
た
。
か
く

て
九
月
の
一
目
、
一
行
は
そ
れ
ら
の
調
査
資
料
を
た
ず
さ
え
て
蹄
洛
の
途
に
つ

い
た
が
、
爾
後
の
日
子
の
聞
に
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
た
も

の
が
米
海
善
本
の
研
究
篤
と
解
題
筋
と
で
あ
り
、
カ
ー
ド
の
整
理
と
諸
板
本
と

の
比
較
検
討
の
す
え
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
が
、
輿
譲
館
の
奮
臓
和
漢
番
目
録

で
あ
る
。
調
査
償
時
の
欣
況
は
、
同
書
の
序
文
に
記
し
て
お
い
た
の
で
こ
こ
に

は
省
略
す
る
が
、
と
に
か
く
短
時
日
の
現
地
に
お
け
る
調
査
と
、
早
急
に
そ
の

唱上ハH
V
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成
果
の
と
り
ま
と
め
が
要
請
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、

執
筆
者
各
位
に
お
い
て

も
、
意
に
み
た
な
い
と
こ
ろ
を
さ
だ
め
て
多
く
も
た
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
か
っ
て
い
ま
だ
整
理
と
い
う
整
理
を
経
ず
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
蔵
書
で
あ
り
、
従
っ
て
図
書
裏
帳
と
呼
ぶ
に
値
い
す
る
歪
帳
を
も
た
ず
、
検

出
来
の
要
に
供
し
得
る
満
足
な
カ

l
ド
さ
え
作
製
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
嘗
時
の
米

津
闘
書
館
の
吠
況
を
お
も
え
ば
、
ま
さ
し
く
未
曾
有
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
し
、
ま
た
慶
く
江
湖
の
愛
書

首
都
や
研
究
者
に
封
し
て
も
、
稗
盆
す
る
と
こ
ろ
す
く
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る

と
確
信
し
て
い
る
。
殊
に
善
本
に
つ
い
て
は
研
究
第
と
解
題
篤
と
を
設
け
、
か

っ
善
本
の
書
影
を
塑
富
に
掲
載
し
、
さ
ら
に
和
漢
の
全
蔵
書
の
目
録
を
付
し
、

善
本
の
研
究
と
解
閣
と
蔵
書
目
録
と
を
相
互
に
連
繋
あ
ら
し
め
て
、
も
っ
て
検

出
や
研
究
に
便
宜
を
供
し
よ
う
と
し
た
こ
の
試
み
は
、
在
来
の
書
籍
目
録
に
は

か
つ

て
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
番
目
の
新
し
い
型
左
示
す
も
の
と
し
て
、

な
に
ほ
ど
か
の
意
義
と
債
値
と
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
自
負
し

て
い
る
。

顧
み
れ
ば
一
九
五
三
年
に
こ
の
委
員
曾
が
後
足
以
来
、
公
開
講
座
や
事
内
常

設
講
座
に
、
ま
た
漢
書
音
書
の
刑
法
志
評
注
の
共
同
研
究
に
、
さ
ら
に
ま
た
米

津
磁
舎
の
調
査
や
目
録
の
作
製
な
ど
、
委
員
舎
の
事
業
に
直
接
協
力
し
て
く
だ

さ
っ
た
方
々
だ
け
で
も
、
数
十
人
に
な
ん
な
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
方
々
の
深
い
理
解
と
協
力
と
に
よ
っ
て
、
と
に
か
く
こ
れ

だ
け
の
事
業
が
、
甚
だ
し
い
嵯
険
な
く
し
て
行
な
い
得
た
こ
と
は
、
そ
の
運
営

に
一
宇
の
費
を
有
す
る
筆
者
と
し
て
、
心
か
ら
感
激
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
ハ

ー
バ
ー
ド
燕
京
研
究
所
の
資
金
が
、
嘗
初
か
ら
三
年
な
り
五
年
な

り
の
長
期
の
計
査
の
も
と
に
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
っ
た
な
ら
ば
、
い

ま
少
し
他
に
企
査
の
も
ち
ょ
う
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
こ

れ
は
ま
さ
し
く
死
児
の
よ
わ
い
を
数
え
る
に
ひ
と
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

に
つ
け
て
も
、
筆
者
ひ
そ
か
に
お
も
う
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
組
織
だ
っ

た
、
や
や
長
期
に
わ
た
る
研
究
計
登
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
少
限
度

の
研
究
資
金
宮
、
必
ず
や
他
に
、
あ
る
い
は
外
国
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
の
現
賞
、
そ
し
て
そ
れ
な
く
し
て
は
何
事
を
も
な
し
得
な
い
と
い
う

わ
れ
わ
れ
の
研
究
生
活
の
貧
し
さ
み
じ
め
さ
は
、
い
つ
の
日
に
か
解
消
し
得
る

の
で
あ
乏
う
か
と
。

(内
田
智
雄
)
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