
124 

野
田
仁
著

露
清
帝
園
と
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
園

中

ネナ

同

M
M
Nハ川

美

中
央
ア
ジ
ア
史
は
い
ま
だ
研
究
蓄
積
の
少
な
い
分
野
で
あ
る
が
、
我
が
闘

に
お
い
て
と
り
わ
け
手
薄
な
状
況
に
あ
る
カ
ザ
フ
U
ハ
ン
凶
に
関
す
る
研
究

室
田
が
出
版
さ
れ
た
。
著
者
の
野
田
仁
氏
は
、
こ
の
十
年
ほ
ど
の
閥
、
精
力
的

に
カ
ザ
フ
に
関
す
る
論
考
を
設
表
し
て
い
る
新
進
気
鋭
の
若
干
研
究
者
で
あ

る
。
東
京
大
準
大
向
学
院
人
丈
一
吐
合
国
系
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
し
、
現
在
、

早
稲
田
大
挙
イ
ス
ラ

1
ム
地
域
研
究
機
構
で
次
席
研
究
員
を
務
め
て
い
る
。

著
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
研
究
成
果
を
図
際
関
係
と
い
う
テ
ー

マ
に
そ
っ
て
ま
と
め
、
二

O
O
八
年
秋
に
博
士
的
晶
子
位
請
求
論
文
『
カ
ザ
フ
ー

ハ
ン
凶
と
露
清
帝
凶
』
を
提
出
し
た
。
本
書
は
そ
れ
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
本
書
の
構
成
と
内
容
を
筒
車
に
紹
介
す
る
。
本
書
の
構
成
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
カ
ザ
フ
H

ハ
ン
岡

第
一
部
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
凶
際
関
係
と
「
カ
ザ
フ
H

ハ
ン
図
」

第
一
章
カ
ザ
フ
U

ハ
ン
園
の
東
方
関
係
再
考

第
二
章
ロ
シ
ア
帝
図
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
と
カ
ザ
フ
H
ロ
シ
ア
閥
係

第
二
部
カ
ザ
フ
ー
清
朝
関
係
の
基
層

第
三
章
カ
ザ
フ
の
蹄
属
問
題
と
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
露
清
関
係

第
四
章
カ
ザ
フ
の
三
ジ
ユ
ズ
と
恰
薩
克
三
「
部
」
|
|
カ
ザ
フ
に
つ
い

て
の
清
朝
の
認
識
|
|

第
五
章
清
朝
に
よ
る
カ
ザ
ブ
へ
の
爵
位
授
輿

第
三
部
露
清
関
係
と
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
園
の
命
運

第
六
章
西
シ
ベ
リ
ア
H

新
彊
聞
の
露
清
貿
易
と
カ
ザ
フ
の
閥
輿

第
七
章
露
清
閥
係
の
愛
容
と
「
カ
ザ
フ
H

ハ
ン
園
」
の
解
健

終
章
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
園
際
関
係
の
展
開

構
成
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
ロ
シ
ア
と
清
の
雨
帝
園
に
は

さ
ま
れ
た
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
園
の
封
外
関
係
史
を
解
明
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、

カ
ザ
フ
ハ
ハ
ン
圏
、
ロ
シ
ア
帝
図
、
清
朝
の
三
者
聞
の
関
係
を
中
心
に
、
十

八
l
十
九
世
紀
の
中
心
人
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
園
際
秩
序
を
再
検
討
す
る
こ

と
を
日
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
テ

l
マ
設
定
は
、
カ
ザ
フ
が
文
字
史
料
を
ほ

と
ん
ど
残
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
ザ
フ
に
関
す
る
情
報
を
得
る
に
は
、

周
園
の
勢
力
が
残
し
た
記
録
に
依
援
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
制
約
と
関
係

す
る
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
史
料
上
の
制
約
と
、
研
究
の
目
的
が
カ
ザ
ブ
ス

タ
ン
一
園
史
の
再
構
築
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
封
外
閥
係
に
焦
黙
を
絞
っ
た

の
だ
と
い
う
。

ま
ず
、
序
章
を
も
と
に
、
先
行
研
究
に
針
す
る
著
者
の
批
判
を
整
理
し
よ

う
。
著
者
は
、
我
が
園
で
は
佐
口
透
や
小
沼
孝
博
、
ソ
連
や
濁
立
後
の
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
で
は
グ
レ

l
ヴ
イ
ツ
チ
や
ハ
フ
イ
ゾ
ワ
等
、
そ
の
他
中
国
で
の
研

究
を
取
り
L
L
一
げ
、
従
来
の
研
究
は
上
記
史
料
上
の
制
約
ゆ
え
に
、
ロ
シ
ア
帝

園
(
ソ
連
)
、
清
朝
(
中
園
)
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
、
カ
ザ
フ
の
針
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外
関
係
を
針
ロ
シ
ア
関
係
、
も
し
く
は
封
清
闘
係
と
い
う
こ
者
間
関
係
で
し

か
と
ら
え
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
。
そ
の
た
め
、
ロ
シ
ア
と
清
朝
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
へ
の
理
解
に
快
け
た
、
一
而
的
な
解
轄
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
と
述

べ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
偏
り
を
正
す
の
に
必
要
な
方
法
は
、
隻

方
の
史
料
を
相
封
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
ヵ
ザ
フ
、

ロ
シ
ア
、
清
の
三
者
が
関
わ
り
合
う
欣
況
を
前
提
と
し
た
研
究
が
可
能
と
な

る
と
い
う
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
従
来
の
研
究
欣
況
を
修
正

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
の
第
一
部
で
は
、
序
章
で
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
の
問
題
貼
を
明
ら
か

に
し
、
第
三
挙
以
降
で
扱
う
問
題
貼
を
指
摘
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
。
著
者

は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
園
や
時
代
別
に
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係
に
関
す
る
研

究
史
を
整
理
し
、
過
去
の
研
究
が
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
扱
う
問
題
に
偏
り

が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
問
題
に
一
つ
の
解
答
を
輿
え
る
史
料
と
し

て
紹
介
さ
れ
る
の
が
『
束
方
五
史
』
で
あ
る
。
第
一
章
第
三
節
で
は
、
『
東

方
五
史
』
の
情
報
は
雨
帝
園
に
偏
ら
な
い
濁
自
の
も
の
で
あ
り
、
西
シ
ベ
リ

ア
、
ヵ
ザ
フ
草
原
東
部
、
新
彊
に
ま
た
が
る
地
域
音
山
識
を
前
提
と
し
た
現
地

の
頑
黙
か
ら
、
カ
ザ
フ
草
原
の
歴
史
の
再
構
築
を
可
能
に
す
る
史
料
で
あ
る

と
し
て
、
そ
の
有
用
性
を
説
い
て
い
る
。

績
い
て
、
第
二
章
で
は
、
十
八
世
紀
前
半
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
カ

ザ
フ
・
ロ
シ
ア
関
係
を
概
観
し
つ
つ
、
こ
こ
で
も
先
行
研
究
に
偏
り
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ザ
フ
・
清
朝
聞
の
関
係
が
カ
ザ
フ
・
ロ

シ
ア
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
ロ

シ
ア
側
の
論
理
に
基
づ
い
て
分
析
さ
れ
て
き
た
カ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
関
係
を
、

清
朝
と
の
関
係
を
加
味
し
た
L
L

で
、
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

カ
ザ
フ
が
ロ
シ
ア
の
臣
籍
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
十
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
、

カ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
閥
係
は
表
面
的
、
か
つ
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
雨

者
の
臣
従
に
釘
す
る
認
識
に
は
ず
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
は
カ
ザ

フ
へ
の
介
入
を
次
第
に
強
め
た
が
、
そ
の
針
庭
が
ジ
ユ
ズ
(
部
族
連
合
樫
)

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
各
ジ
ュ
ズ
と
清
朝
と
の
閥
係
に
起
因
し

た
。
そ
の
こ
と
が
カ
ザ
フ
の
ハ
ン
稽
競
を
め
ぐ
る
交
渉
を
通
し
て
分
析
さ
れ

フ
但
。

第
一
部
第
二
章
が
カ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
関
係
を
扱
っ
た
の
に
釘
し
、
第
二
部

で
は
、
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係
が
主
軸
と
な
る
。
第
三
章
で
は
、
十
八
世
紀
半

ば
の
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
の
崩
壊
を
引
き
金
に
、
そ
の
影
響
十
に
あ
っ
た
中
央
ア

ジ
ア
の
諸
勢
力
の
婦
属
が
、
露
清
聞
で
外
交
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら

れ
る
。
露
清
の
聞
に
は
、
一
七
二
七
年
に
締
結
さ
れ
た
キ
ヤ
フ
タ
線
約
が
、

長
ら
く
、
外
交
規
範
と
し
て
存
在
し
た
。
た
だ
し
、
著
者
に
よ
る
と
、
キ
ヤ

フ
タ
係
約
が
定
め
た
範
園
は
、
ト
ヴ
ァ
以
束
の
東
方
の
園
境
や
逃
亡
者
に
関

し
て
で
あ
り
、
露
清
の
聞
に
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
政
権
が
存
在
し
た
昔
時
、
そ
れ

よ
り
西
方
の
地
域
は
雨
帝
園
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の

た
め
、
著
者
は
、
十
八
世
紀
中
十
ば
に
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
政
権
が
崩
壊
す
る
と
、

キ
ャ
フ
タ
僚
約
で
明
確
な
規
定
が
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
シ
ベ
リ
ア
や
中
央
ア

ジ
ア
な
ど
西
方
の
勢
力
範
園
の
蹄
属
が
、
外
交
問
題
と
な
っ
た
と
主
張
す
る
。

こ
の
鴎
属
交
渉
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
著
者
は
、
一
七
一
一
一
一
年
に
清
か
ら

ロ
シ
ア
に
汲
遣
さ
れ
た
ト
シ
使
節
が
惇
え
た
提
案
が
、
一
七
五
六
年
か
ら
五

八
年
に
か
け
て
爾
帝
園
聞
で
交
わ
さ
れ
た
外
交
文
書
の
な
か
で
、
度
々
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
雨
凶
が
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識

に
基
づ
い
て
中
央
ア
ジ
ア
諸
勢
力
の
踊
属
を
主
張
し
た
こ
と
を
論
じ
、
そ
の

結
果
、
結
局
は
カ
ザ
フ
と
ア
ル
タ
イ
諸
族
は
「
あ
い
ま
い
な
二
重
の
騎
属
」

に
お
か
れ
た
と
遮
べ
る
。
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第
四
章
で
は
、
一
七
五
七
年
に
カ
ザ
フ
ー
ハ
ン
固
と
公
式
に
関
係
を
持
つ

に
宅
一
っ
た
清
朝
が
、
カ
ザ
フ
の
枇
舎
と
領
域
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た

の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
著
者
が
注
目
し
た
の
は
、
清
朝
の
史
料
に

見
ら
れ
る
「
恰
薩
克
一
一
一
「
部
』
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
従
来
の

研
究
で
は
、
こ
の
三
部
は
カ
ザ
フ
に
固
有
の
ジ
ユ
ズ
と
混
同
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
著
者
は
、
史
料
に
見
ら
れ
る
部
に
闘
す
る
記
述
を
成
立
年
代
順
に

整
現
し
、
用
語
を
検
討
し
直
し
た
結
果
、
左
右
西
の
一
一
一
部
は
清
朝
が
閥
係
を

持
っ
た
カ
ザ
フ
の
王
公
一
族
を
匿
分
す
る
た
め
の
用
語
で
あ
り
、
大
中
小
の

三
ジ
ユ
ズ
と
は
封
廃
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
三
部
の
概
念

の
饗
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
饗
遷
が
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係
の
愛

容
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
三
部
の
概
念
は
ハ
ン
家
の
系

統
を
意
味
す
る
も
の
へ
と
凶
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
五
章
で
は
、
清
朝
が
カ
ザ
フ
に
奥
え
た
爵
位
に
焦
貼
を
嘗
て
、
爵
位
の

授
輿
は
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係
や
カ
ザ
フ
枇
舎
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
ロ
シ
ア
側
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
が
論

じ
ら
れ
る
。
一
七
五
七
年
の
ア
プ
ラ
イ
に
よ
る
朝
貢
以
降
、
清
朝
側
は
カ
ザ

フ
の
支
配
層
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
爵
位
を
奥
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
清
朝

か
ら
の
筒
位
の
授
奥
は
、
カ
ザ
フ
枇
舎
に
お
い
て
、
ス
ル
タ
ン
が
ハ
ン
位
に

即
位
す
る
儀
式
と
結
び
つ
き
、
ス
ル
タ
ン
の
権
威
づ
け
に
貢
献
し
た
た
め
、

ス
ル
タ
ン
は
清
朝
と
関
係
を
持
ち
漬
け
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
ロ
シ
ア
側
は
、

こ
う
し
た
爵
位
で
繋
が
る
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
著
者
は
、
一
八
二
四
年
に
中
ジ
ュ
ズ
(
左
部
)
の
ス
ル
タ
ン
、
グ

パ
イ
ド
ウ
ツ
ラ
の
霞
位
継
承
に
ロ
シ
ア
が
介
入
す
る
事
件
を
検
討
し
、
ロ
シ

ア
が
露
清
関
係
に
配
慮
を
し
つ
つ
も
清
朝
を
牽
制
し
、
清
朝
と
カ
ザ
フ
の
関

係
を
断
ち
切
る
措
置
を
と
り
始
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ロ
シ

ア
は
カ
ザ
フ
に
封
し
て
、
一
八
二
二
年
に
導
入
し
た
シ
ベ
リ
ア
ー
キ
ル
ギ
ズ

に
か
ん
す
る
規
約
の
遵
守
を
説
き
、
ハ
ン
の
権
威
を
打
ち
消
し
な
が
ら
カ
ザ

フ
の
針
外
関
係
へ
の
統
制
を
強
め
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。

第
三
部
は
十
九
世
紀
前
竿
を
扱
い
、
こ
の
時
期
、
カ
ザ
ブ
リ
ハ
ン
固
と
ロ

シ
ア
、
清
朝
と
の
闘
係
が
愛
容
し
、
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
闘
が
解
慨
し
て
い
っ
た

過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
本
書
で
は
、
大
宇
の
章
が
稀
披
な
ど
儀
躍
的
関
係
や

外
交
上
の
駆
け
引
き
な
ど
政
治
的
な
問
題
を
扱
う
が
、
第
六
章
は
経
、
併
的
問

題
を
論
じ
る
結
で
他
と
は
性
格
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
貿
易
に
関

す
る
露
清
の
政
策
を
整
理
し
た
う
え
で
、
清
朝
が
キ
ヤ
フ
タ
以
外
で
の
貿
易

を
認
め
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
九
世
紀
前
中
十
に
新
彊
北
路
経
由
で

の
露
清
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
事
賓
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
清
朝
と
外
交

関
係
を
持
っ
た
カ
ザ
フ
と
コ

1
カ
ン
ド
ー
ハ
ン
園
は
、
新
国
担
に
お
け
る
貿
易

を
清
よ
り
許
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
西
シ
ベ
リ
ア
と
新
彊
聞
の
貿
易
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
カ
ザ
フ
は
そ
の
貿
易
に
深
く
闘
奥
し
、
ス
ル
タ
ン
が
そ

れ
を
仲
介
し
、
隊
尚
を
保
護
し
た
り
、
ま
た
隊
商
か
ら
通
行
税
を
徴
牧
し
た

り
し
た
。
そ
れ
は
、
ロ
シ
ア
籍
の
商
人
が
、
新
彊
へ
の
入
境
と
カ
ザ
フ
草
原

を
安
全
に
通
行
す
る
た
め
に
、
カ
ザ
フ
の
仲
介
を
必
要
と
し
た
た
め
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
ロ
シ
ア
が
カ
ザ
フ
を
勢
力
下
に
お
き
、

コ
l
カ
ン
ド
が
勢
力
範
園
を
伸
縮
す
る
等
、
政
治
L
L

の
愛
動
が
起
こ
り
、
西

シ
ベ
リ
ア
と
新
彊
を
結
ぶ
貿
易
に
お
け
る
構
造
も
愛
化
し
た
。
そ
の
過
程
で
、

カ
ザ
フ
の
役
割
が
縮
小
し
、
カ
ザ
フ
に
か
わ
っ
て
ロ
シ
ア
商
人
が
新
彊
で
の

直
接
取
引
に
参
入
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
七
章
で
は
、
ロ
シ
ア
と
清
朝
間
の
園
境
が
明
確
化
す
る
な
か
で
、
雨
帝

園
が
カ
ザ
フ
U

ハ
ン
園
を
ど
の
よ
う
に
扱
お
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
カ
ザ
フ

の
ス
ル
タ
ン
た
ち
が
雨
園
の
聞
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
の
か
を
検
討
す
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る
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
カ
ザ
フ
に
封
す
る
雨
帝
園
の
封

照
的
な
態
度
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
管
匿
の
開
設
等
、
段
階
を
踏
ん
で
様
々

な
施
策
を
賓
施
し
、
カ
ザ
フ
を
貫
質
的
に
支
配
し
て
い
っ
た
の
に
封
し
、
清

朝
は
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
カ
ル
ン
(
ヤ
倫
)
線
の
外
の
出
来
事
に
は
干
渉

し
な
い
方
針
を
確
立
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
の
統
治
に
不
満
を
抱
く
ス
ル

タ
ン
た
ち
が
清
朝
に
保
護
を
期
待
す
る
も
、
清
朝
は
そ
の
期
待
に
慮
、
え
る
こ

と
を
し
な
く
な
っ
た
た
め
、
カ
ザ
フ
草
原
に
お
け
る
清
朝
の
影
響
力
は
失
わ

れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
清
朝
の
後
退
と
ロ
シ
ア
の
准
出
に
件
ぃ
、

カ
ザ
フ
は
か
つ
て
行
っ
て
い
た
二
方
面
外
交
に
失
敗
し
、
い
ず
れ
か
の
帝
岡

に
婦
属
す
る
こ
と
を
飴
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
各
章
ご
と
に
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
著
者
は
、
本
主
書
目
の

音闘
係
が
カ
、
ザ
ザ
フ
.
ロ
シ
ア
関
係
に
影
響
を
輿
え
、
逆
に
カ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
闘

係
も
カ
、
ザ
フ
・
清
朝
闘
係
に
影
響
し
て
い
た
黙
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
第

二
に
、
ヵ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
関
係
に
露
清
関
係
が
閥
係
し
て
い
た
貼
を
示
し
た

こ
と
。
第
三
に
、
カ
ザ
フ
、
ロ
シ
ア
、
清
朝
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
境

界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
解
明
し
た
こ
と
。
ま
た
同
時
に
、

西
シ
ベ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
草
原
東
部
、
新
語
北
部
と
い
う
一
躍
性
の
あ
る
地
域

が
、
帝
園
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
政
治
的
に
分
断
さ
れ
る
過
程
を
示
し
た

こ
と
。
第
四
に
、
ロ
シ
ア
と
清
の
雨
帝
国
間
で
争
わ
れ
た
カ
ザ
フ
の
蹄
属
を

時
系
列
に
そ
っ
て
明
確
に
し
た
こ
と
。
著
者
は
、
終
章
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
に
本
書
の
意
義
を
と
り
ま
と
め
、
と
り
わ
け
、
第
一
の
意
義
を
強
調
し
て
、

諭
を
締
め
く
く
る
。
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こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
一
計
者
の
批
評
や
私
見
を

述
べ
た
い
。

本
書
は
、
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
園
を
中
心
に
、
ロ
シ
ア
帝
園
、
清
朝
の
三
者
聞

の
関
係
を
論
じ
た
初
め
て
の
研
究
室
田
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
カ
ザ
フ
史
研
究

が
、
主
に
史
料
、
も
し
く
は
史
料
言
語
の
問
題
が
原
因
と
な
っ
て
、
ロ
シ
ア

史
や
中
国
史
の
観
黙
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
の
に
針
し
て
、
本
書
は
カ

ザ
フ
や
中
央
ア
ジ
ア
を
問
題
の
中
心
に
据
え
、
そ
の
覗
黙
か
ら
中
央
ユ
ー
ラ

シ
ア
世
界
の
園
際
秩
序
を
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
覗
黙
の
轄
換
は
、

従
来
の
カ
ザ
フ
H

ハ
ン
園
史
研
究
に
は
な
い
、
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
部
分

で
あ
る
。
日
脚
貼
の
轄
換
、
も
し
く
は
新
た
な
覗
座
の
創
造
は
、
著
者
の
研
究

目
標
の
ひ
と
つ
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
著
者
は
、
ヵ
ザ
フ
ー

ハ
ン
岡
と
い
う
遊
牧
民
政
権
の
歴
史
を
中
心
に
お
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と

は
、
オ
ア
シ
ス
定
住
民
側
か
ら
の
歴
史
が
中
心
で
あ
る
従
来
の
中
央
ユ
ー
ラ

シ
ア
史
研
究
を
相
針
化
す
る
、
一
つ
の
視
座
を
生
み
出
す
可
能
性
を
持
っ
と

も
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
本
書
四
頁
)
。
西
洋
中
心
史
観
へ
の
反
設
か

ら
新
た
な
世
界
史
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
現
れ
て
久
し
く
、
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
史
と
い
う
分
野
自
慢
が
そ
の
運
動
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
再

生
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
も
そ
の
潮
流
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
頑
黙
か
ら
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
図
際
関
係
史
を
再
構
築
す
る
た

め
に
、
著
者
は
、
ロ
シ
ア
史
料
と
清
朝
史
料
を
封
照
し
、
相
互
に
闘
連
附
け

る
手
法
を
有
放
と
考
え
た
が
、
カ
ザ
フ
白
樫
の
史
料
が
な
い
状
況
で
は
そ
れ

も
仕
方
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
手
法
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
言
語
の
面
で
も
史
料
収
集

の
面
で
も
、
多
大
な
努
力
を
必
要
と
す
る
。
著
者
は
、
ロ
シ
ア
語
、
満
洲
語
、

中
園
語
、
テ
ユ
ル
ク
系
諸
一
一
百
語
等
、
多
様
な
言
語
を
駆
使
し
て
東
西
の
大
旦
一
回
一

の
文
献
を
讃
解
し
た
。
巻
末
の
参
考
文
献
一
覧
に
は
、
日
本
で
は
入
手
困
難
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な
文
献
が
多
数
並
ん
で
お
り
、
本
書
を
通
し
て
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
文
献
も

少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
ア
ル
マ
ト
ゥ
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
闘

中
央
凶
立
文
書
館
、
モ
ス
ク
ワ
の
ロ
シ
ア
帝
凶
外
交
文
書
館
と
ロ
シ
ア
凶
立

軍
事
歴
史
文
書
館
、
オ
ム
ス
ク
に
あ
る
オ
ム
ス
ク
州
園
立
文
書
館
、
北
京
の

中
圏
第
一
一
歴
史
槍
案
館
で
作
業
を
行
い
、
円
本
人
が
こ
れ
ま
で
入
手
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
各
文
書
館
所
械
の
非
公
刊
史
料
を
積
極
的
に
収
集
し
た
。
こ

の
よ
う
な
困
難
な
作
業
を
成
し
遂
げ
た
著
者
の
意
欲
と
力
量
に
は
、
脱
帽
す

る
思
い
で
あ
る
。
特
に
オ
ム
ス
ク
や
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
お
け
る
作
業
は
、

我
々
日
本
人
研
究
者
に
新
た
な
史
料
牧
集
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
本
書
は
、

こ
う
し
た
文
書
館
史
料
を
利
則
す
る
こ
と
で
、
地
方
の
下
位
行
政
組
織
か
ら

の
報
告
や
ス
ル
タ
ン
か
ら
ロ
シ
ア
嘗
局
へ
の
上
申
書
等
の
存
在
を
明
ら
か
に

し
、
研
究
に
現
地
の
具
程
的
様
相
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

第
五
章
第
二
節
「
グ
パ
イ
ド
ウ
ツ
ラ
の
『
汗
爵
辞
退
』
の
事
件
(
一
八
二
四

年
)
」
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
露
清
関
係
史
研
究
で
研

究
の
到
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
極
東
や
束
シ
ベ
リ
ア
を
め
ぐ
る
「
東
側
の
露

清
関
係
」
で
あ
り
、
凶
シ
ベ
リ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
「
西
側
の
露
清

関
係
」
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
、
カ
ザ
フ
を
め
ぐ
る
露

清
関
係
史
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
西
側
の
露
清
関
係
」
を
補
お
う
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
第
三
章
、
第
五
章
、
第
六
章
、
第
七
章

の
各
論
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
る
。
特
に
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
ト
シ
使
節

の
後
世
へ
の
影
響
な
ど
は
、
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
「
西
側
の
露

清
閥
係
」
に
関
す
る
こ
の
問
題
提
起
は
、
極
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ

り
、
今
後
、
各
方
面
の
議
論
を
時
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
書
を
讃
む
限
り
、
こ
の
課
題
に
針
す
る
論
詰
は
十
分
に
な
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
第
三
章
を
例
に
と
る
と
、
著
者
は
、
ジ
ュ
ー
ン

ガ
ル
や
ウ
リ
ャ
ン
ハ
ィ
、
カ
ザ
フ
の
蹄
属
問
題
に
閲
し
て
は
露
清
聞
に
共
通

の
外
交
規
範
が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
ロ
シ
ア
側
が
次
、
U
T

皆
川
的
に
外
交
規
範
を

使
い
分
け
た
事
賓
を
論
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
突
然
、
小
結
に
お
い
て
、

ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
政
権
崩
壊
後
に
中
火
ア
ジ
ア
が
露
清
閥
係
に
関
わ
っ
て
き
た

結
果
、
ロ
シ
ア
は
「
園
境
の
問
題
に
お
け
る
キ
ャ
フ
タ
係
約
際
制
の
保
持
」

を
重
要
と
し
た
と
結
論
づ
け
る
(
一
一
七
頁
)
o

こ
の
結
論
は
、
本
論
か
ら

す
る
と
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
が
ぬ
ぐ
え
ず
、
本
論
と
結
論
が
希
離
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
本
論
で
論
じ
た
事
賓
が
ど
の
よ
う
な
音
ω
味
を
持
っ
て

い
た
の
か
、
今
少
し
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
著
者
が
援
用
の
た
め
に
引
い
た
参
考
文
献
の
主
張
が
、
著
者
の
論

と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
一
八
五
一
年
の
イ

リ
通
商
候
約
に
闘
し
て
、
筆
者
は
、
「
キ
ヤ
フ
タ
候
約
な
ど
の
延
長
で
あ
る

こ
と
に
は
愛
わ
り
は
な
い
」
と
す
る
羽
出
明
氏
の
見
解
を
肯
定
し
、
「
貿
易

に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
キ
ヤ
フ
タ
髄
制
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
(
第
七
章
二
五
四
頁
)
o

し
か
し
、
十
九
世
紀
年
ば
の
新
彊
に

お
け
る
状
況
は
、
確
{
貰
に
キ
ヤ
フ
タ
候
約
締
結
時
か
ら
同
町
長
化
し
て
い
た
。

初
出
氏
が
イ
リ
候
約
を
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
・
キ
ヤ
フ
タ
係
約
隈
制
の
延
長
と

す
る
見
解
を
主
張
し
た
根
擦
は
、
イ
リ
、
タ
ル
パ
ガ
タ
イ
で
ロ
シ
ア
は
自
由

無
税
貿
易
権
、
領
事
任
命
権
、
治
外
法
権
な
ど
唐
、
範
な
特
権
を
獲
得
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
特
権
は
清
朝
か
ら
白
後
的
に
供
輿
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

保
約
内
容
を
検
討
し
て
も
、
イ
リ
侠
約
の
自
由
無
税
貿
易
や
治
外
法
権
に
関

す
る
規
定
は
、
キ
ヤ
フ
タ
僚
約
や
キ
ャ
フ
タ
市
約
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
取
り

入
れ
た
も
の
に
す
、
き
ず
、
領
事
任
命
の
規
定
は
キ
ヤ
フ
タ
候
約
第
四
僚
の
貿

易
管
理
官
と
釘
比
さ
れ
る
し
、
コ

l
カ
ン
ド
商
人
の
コ
ロ
ニ
ー
を
統
轄
し
て
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い
た
ア
ク
サ
カ
ル
の
任
命
を
コ
l
カ
ン
ド
H

ハ
ン
に
許
し
た
と
い
う
前
例
も

あ
り
、
イ
リ
通
商
係
約
が
キ
ヤ
フ
タ
篠
約
以
来
の
惇
統
を
脱
し
て
い
な
い
前

近
代
的
保
約
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
一
年
首
時
、
清

朝
は
ロ
シ
ア
に
封
し
て
ま
だ
外
交
上
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
清
朝
の
主
観
的
な
考
え
を
問
題
に
し
た
の
に
す
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
羽
田
氏
の
論
は
清
朝
側
の
見
解
を
論
擦
と
し
て
い

る
が
、
歴
代
の
中
凶
王
朝
は
園
が
弱
樫
化
し
た
と
き
で
も
、
北
方
の
強
大
な

勢
力
(
園
家
)
を
中
華
思
想
的
な
世
界
秩
序
に
あ
て
は
め
、
現
賓
を
自
己
に

(
2
)
 

都
合
よ
く
解
轄
し
た
こ
と
は
、
過
去
の
史
賓
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
清
朝

側
の
建
前
と
し
て
は
、
清
の
側
か
ら
恩
恵
を
授
け
る
髄
裁
を
整
え
た
の
で
あ

る
か
ら
、
健
制
は
愛
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

客
観
的
に
見
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
、
情
勢
は
急
速
に
愛
わ
り
つ
つ
あ
っ

た
。
他
の
欧
米
諸
国
と
は
異
な
り
、
ロ
シ
ア
は
ア
ヘ
ン
戦
争
直
後
す
ぐ
に
は

清
朝
に
封
す
る
態
度
を
愛
化
さ
せ
な
か
っ
た
が
、
ム
八
四

0
年
代
学
ば
に
は

ア
ム
ー
ル
川
の
調
査
を
行
う
な
ど
、
徐
々
に
政
策
を
愛
化
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
キ
ャ
フ
タ
侠
約
締
結
に
至
る
交
渉
に
携
わ
っ
た
ロ
シ
ア
の
特
命

全
権
公
使
ヴ
ラ
ジ
ス
ラ
ヴ
イ
ツ
チ
は
、
一
七
二
七
年
に
北
京
に
お
い
て
清
に
、

中
園
全
土
へ
の
貿
易
の
掻
大
、
陸
海
路
に
よ
る
交
易
、
北
京
に
お
け
る
代
理

人
の
設
置
、
南
京
と
贋
東
に
お
け
る
領
事
の
設
置
等
を
強
く
求
め
た
が
、
清

は
中
凶
に
は
そ
う
し
た
慣
例
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。

た
だ
そ
の
際
に
、
い
わ
ゆ
る
貿
易
管
理
官
が
隊
尚
に
つ
い
て
一
時
的
に
北
京

に
滞
在
す
る
こ
よ
汁
認
め
た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
領
事
の
よ
う
な
常
置
の

機
関
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
協
議
が
キ
ャ
フ
タ
候
約
第
四
候
と
な
っ
た
。

し
か
し
ロ
シ
ア
は
、
こ
の
後
も
、
機
合
同
あ
る
ご
と
に
こ
う
し
た
要
求
の
復
活

を
岡
っ
た
。
著
者
も
鰯
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
九
六
年
に
オ
ム
ス
ク
か
ら

の
報
告
を
受
け
て
、
エ
カ
テ
リ

l
ナ
二
世
は
ブ
フ
タ
ル
マ
地
域
で
の
貿
易
掻

大
を
清
朝
政
府
に
求
め
る
よ
う
訓
令
を
出
し
て
い
る
(
一
八
五
一
八
六

(
4
)
 

頁
)
o

さ
ら
に
、
一
八

O
五
年
に
北
京
へ
と
汲
遣
さ
れ
た
ゴ
ロ
フ
キ
ン
の
使

節
は
、
交
渉
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
中
露
園
境
に
お
け
る
全
面

的
な
陸
路
貿
易
、
ア
ム
ー
ル
川
の
調
査
と
航
行
権
、
慶
束
に
寄
港
す
る
権
利
、

中
園
の
す
べ
て
の
都
市
に
ロ
シ
ア
の
隊
商
を
送
る
権
利
、
ア
ム
ー
ル
川
河
口

と
慶
東
に
ロ
シ
ア
の
通
商
代
表
を
、
北
京
に
外
交
代
表
を
常
駐
さ
せ
る
権
中
川
、

こ
れ
ら
諮
権
利
を
清
朝
に
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
訓
令
を
受
け
て
い
た
。

こ
う
し
た
ロ
シ
ア
の
長
年
の
願
い
が
、
イ
リ
通
商
候
約
で
賓
現
し
た
と
い
え

よ、つ。そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
首
時
の
状
況
で
あ
る
。
新
彊
北
部
に
お
い
て

も
、
表
向
き
は
清
朝
か
ら
ロ
シ
ア
商
人
の
入
境
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
四

0
年
代
に
は
ロ
シ
ア
商
人
が
直
接
取
引
に
来
る
こ

と
が
常
態
化
し
て
い
た
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
私
的
な
取
引
が
許

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
清
朝
の
内
地
商
人
も
、
新
彊
で
取
引
す
る
の
を
許
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
(
一
二
九
頁
)
、
イ
リ
通
商
倹
約
の
交
渉
時
、
清

朝
の
現
地
の
官
吏
だ
け
で
な
く
、
清
朝
中
央
政
府
も
、
ロ
シ
ア
が
カ
ル
ン
線

の
す
ぐ
近
く
ま
で
迫
っ
て
い
た
こ
と
を
蛍
然
の
こ
と
と
一
認
識
し
て
い
た
り
と

(
二
五
四
頁
)
、
情
勢
は
清
朝
が
賓
質
的
に
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
時
代
と

は
饗
化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
卜
で
締
結
さ
れ
た
候
約
が
、
キ
ヤ

フ
タ
候
約
髄
制
と
同
じ
髄
制
を
形
作
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
無
理
が
あ

る
。
新
彊
北
部
の
情
勢
が
総
長
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
記
例
示
が
一
以
す

よ
う
に
、
著
者
自
身
が
本
書
の
中
で
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

羽
田
氏
の
主
張
を
肯
定
す
る
の
は
、
著
者
自
身
の
論
と
矛
盾
す
る
と
考
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
本
書
で
感
嘆
す
る
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、
情
報
量
の
多
さ
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
大
総
長
な
分
量
の
園
書
と
論
文
を
参
考
と
し
、
そ
こ
か
ら
引
き

出
し
た
多
様
な
情
報
を
巧
妙
に
組
み
合
わ
せ
て
、
論
を
形
成
す
る
、
そ
の
技

の
巧
み
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
情
報
が
小
出
し
に
さ
れ

て
い
る
た
め
断
片
的
な
情
報
が
多
い
こ
と
に
若
干
の
不
満
を
覚
え
る
が
、
そ

れ
で
も
、
多
様
な
参
考
文
献
か
ら
情
報
を
引
き
出
し
、
多
量
の
情
報
を
提
示

し
て
い
る
貼
は
、
本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
多
量
の
情

報
を
扱
う
が
ゆ
え
に
、
史
料
上
の
記
述
を
整
理
で
き
て
い
な
い
ま
ま
、
記
述

し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
筒
所
が
見
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
第
三
章
九
四
頁
に
「
ト
シ
に
よ
る
口
頭
の
提
議
は
、
一
七
三
一

年
二
月
九
日
の
謁
見
の
場
で
行
わ
れ
、
四
項
目
に
わ
た
る
提
議
へ
の
皇
帝
ア

ン
ナ
の
回
答
は
同
月
二
四
日
に
作
成
さ
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
史
料

を
丹
念
に
謹
ん
だ
場
合
、
少
々
正
確
さ
を
鉄
く
記
述
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

該
心
田
箇
所
に
閲
し
て
、
史
料
に
見
ら
れ
る
正
確
な
情
報
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
二
月
九
日
の
曾
見
は
、
元
老
院
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

時
、
ト
シ
は
羅
正
帝
の
提
案
を
ゴ
ロ
フ
キ
ン
ら
ロ
シ
ア
の
大
臣
ら
に
口
頭
で

明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二
月
二
四

H
、
ゴ
ロ
フ
キ
ン
ら
は
清
の

提
案
を
検
討
し
、
二
六
日
に
皇
帝
ア
ン
ナ
リ
イ
ワ
ノ
ヴ
ナ
に
結
論
を
報
告
し

た
う
え
で
、
二
八
日
に
さ
ら
に
協
議
を
行
っ
た
。
三
月
一
日
、
元
老
院
に
お

い
て
、
ゴ
ロ
フ
キ
ン
と
ト
シ
は
再
び
協
議
を
行
い
、
そ
こ
で
元
老
院
の
返
書

が
ト
シ
に
手
渡
さ
れ
た
。

史
料
と
比
較
し
て
、
ト
シ
が
落
正
帝
の
提
案
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
皇
帝

と
の
謁
見
の
場
で
は
な
く
、
元
老
院
に
お
け
る
ゴ
ロ
フ
キ
ン
ら
と
の
舎
見
の

場
で
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
最
終
的
な
凶
答
は
二
四
日
に
で
は
な
く
、
一
一
一
月

一
円
に
元
老
院
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
に
闘
す
る

情
報
の
間
違
い
は
、
史
料
集
が
出
版
さ
れ
た
た
め
に
、
パ
ン
テ
ィ
シ
ュ
ー
カ

メ
ン
ス
キ

l
の
記
遁
を
さ
ほ
ど
参
照
せ
ず
、
史
料
集
に
依
嫁
し
た
た
め
、
ま

た
史
料
集
に
牧
め
ら
れ
た
文
書
の
題
名
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
記
述
内
容
を
よ

く
整
理
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
本
書
で
最
も
も
の
足
り
な
く
思
う
慰
は
、
書
名
に
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン

園
を
記
し
な
が
ら
も
、
カ
ザ
フ
リ
ハ
ン
園
の
内
賓
に
闘
す
る
論
が
希
薄
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
史
料
上
の
制
約
か
ら
、
ヵ
、
ザ
ブ
リ
ハ
ン
園
史
研
究
の
困
難
さ

は
理
解
で
き
る
。
制
約
の
多
さ
か
ら
封
外
関
係
に
焦
黙
を
絞
っ
た
こ
と
も
、

理
解
し
て
い
る
が
、
カ
ザ
フ
・
ロ
シ
ア
閥
係
に
し
ろ
、
カ
ザ
フ
・
清
朝
関
係

に
し
ろ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
え
て
乱
暴
に
言
え
ば
、
栴
披
の
授
輿

な
ど
表
面
的
、
儀
程
的
な
事
例
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
相
互

釘
照
的
に
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
研
究
の
意
義
を
強

調
す
る
あ
ま
り
、
本
童
回
全
龍
を
通
し
て
、
露
清
関
係
が
最
大
の
テ
l
マ
に
な

り
、
カ
ザ
フ

l
ハ
ン
園
自
龍
へ
の
関
心
は
二
次
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
感

が
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
カ
ザ
フ
H

ハ
ン
図
史
と
し
て
の
本
書
の
意
義
は
、

希
薄
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
い
も
の
ね
だ
り
と
捉

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
カ
ザ
フ
の
外
交
関
係
に
附
随
す
る

で
あ
ろ
う
経
済
的
要
素
に
つ
い
て
本
書
は
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ザ
フ

が
ロ
シ
ア
に
婦
順
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
を
得
た
の

か
、
そ
れ
は
カ
、
ザ
フ
枇
舎
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き

れ
ば
、
よ
り
カ
ザ
フ
枇
舎
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
勝

手
な
が
ら
感
想
を
持
っ
た
。
そ
の
貼
で
、
本
書
が
扱
う
時
代
よ
り
前
に
な
る

が
、
十
七
世
紀
に
ロ
シ
ア
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
タ
ン
H

ハ
ン
に
汲
遣
さ
れ

た
使
節
に
関
す
る
チ
ミ
ド
ル
ジ
エ
ワ
の
研
究
は
、
税
や
交
易
(
贈
り
物
)
、

モ
ン
ゴ
ル
を
経
由
し
て
中
園
に
向
か
う
蓮
に
関
す
る
論
考
を
含
み
、
稀
競
に
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