
98 

書

m
T
 

--=ロ

夫
馬
進
編

中
園
訴
訟
一
吐
曾
史
の
研
究

キト

刀え

哲

本
書
は
明
清
時
代
の
中
園
史
研
究
、
特
に
法
制
と
枇
合
回
生
寸
の
分
野
で
世
界

的
水
準
の
業
績
を
溌
表
し
て
き
た
夫
馬
進
教
授
の
主
導
で
、
斯
界
の
専
門
家

た
ち
の
五
年
(
二

O
O六
年
!
二

O
一
O
年
)
に
わ
た
る
共
同
研
究
の
成
果

報
告
書
で
あ
る
。
編
者
夫
馬
進
数
授
は
一
九
九
三
年
以
来
、
一
訟
師
と
訟
師
印
刷

本
に
関
す
る
劃
期
的
な
研
究
を
設
表
し
て
皐
界
の
地
平
を
世
間
げ
て
来
た
が
、

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
刀
訴
訟
枇
舎
U
(
H
L
t
m
5
5
ω
0
2
2
1
と
い
う
概
念

を
ま
で
積
極
援
出
し
て
、
訟
師
研
究
の
地
平
を
岡
際
的
な
共
同
研
究
の
形
で

時
空
間
の
中
で
世
間
大
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
「
中
園
訴
訟
枇
舎
」
と
い
う
概

念
も
新
し
け
れ
ば
、
こ
れ
を
主
題
に
し
て
こ
の
よ
う
に
左
大
な
著
作
が
出
版

さ
れ
た
の
も
前
例
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
本
書
の
刊
行
は
中
岡
史
的
学
界
に
お

い
て
一
つ
の
衝
撃
的
な
事
件
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
様
々
に

充
賓
し
た
論
考
で
編
成
さ
れ
て
い
る
本
書
は
、
こ
の
分
野
で
の
世
界
の
研
究

者
ら
に
待
望
の
一
書
で
あ
る
だ
ろ
う
。
許
者
も
ま
た
こ
の
方
而
に
た
ず
さ
わ

る
一
人
と
し
て
、
本
書
の
刊
行
を
心
か
ら
慶
賀
し
な
が
ら
虚
心
に
許
者
の
任

務
を
果
た
し
た
い
。
本
書
の
範
園
は
そ
の
題
名
に
相
臆
し
く
時
代
的
に
中
岡

史
の
全
時
代
に
わ
た
っ
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、
空
間
的
に
東
西
洋
に
ま
で

視
野
を
康
げ
て
按
配
さ
れ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
四
部
十
五
章
の
本
書
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
第
一
章
夫
馬
進
中
園
訴
訟
献
曾
史
概
論

第
二
章
籾
山
明
後
漢
後
竿
期
の
訴
訟
と
枇
合
同
l
l
|長
沙
束
牌

棲
出
土
一

O
O
一
競
木
塘
を
中
心
に

第
三
章
辻
正
博
陪
唐
時
代
の
相
州
に
お
け
る
司
法
と
社
合
同

|
|
「
訴
訟
枇
舎
」
成
立
の
前
提

第
四
章
水
越
知
中
園
近
世
に
お
け
る
親
子
関
訴
訟

第
五
章
谷
井
陽
子
な
ぜ
「
菟
抑
」
を
訴
え
る
の
か
|
|
明
代

に
お
け
る
告
状
の
定
型

第
六
章
陳
賓
良
「
郷
土
枇
舎
」
か
「
好
訟
枇
曾
」
か
っ
|
|

明
清
時
代
の
「
好
訟
」
枇
舎
の
形
成
お
よ
び
そ
の
諸
相

第
七
章
芯
金
氏
把
持
と
懸
差
|
|
巴
牒
槍
案
か
ら
見
た
清
代

重
慶
の
商
貿
訴
訟

第
八
章
阿
風
清
代
の
京
控
|
|
嘉
慶
朝
を
中
心
に

第
九
章
伍
躍
近
世
中
園
に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
一
鈎
|
|

「
民
告
官
」
烈
婦
の
額
彰
と
翠
人
の
身
分
を
例
に

第
十
章
寺
田
浩
明
白
理
と
上
申
の
間
|
|
清
代
州
豚
レ
ベ
ル

に
お
け
る
命
案
庭
理
の
賓
態

第
十
一
章
田
逢
章
秀
北
京
政
府
時
期
の
覆
判
制
度

第
十
二
章
黄
源
盛
「
民
刑
混
沌
」
か
ら
「
民
刑
分
立
」
へ

|
|
民
園
初
期
の
大
理
院
民
事
裁
判
に
お
け
る
法
源

第
十
三
章
浅
井
正
現
代
中
園
の
律
師
(
競
護
士
)
像

第
十
四
章
王
志
強
清
代
巴
豚
銭
債
案
件
の
受
理
と
審
判
|
|

近
世
イ
ギ
リ
ス
法
を
背
景
と
し
て

第
二
部

第

青11

第
四
部
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第
十
五
章
大
平
一
両
一
判
決
が
で
た
あ
と
|
|
江
戸
時
代
の

「
訴
訟
枇
曾
」
像

99 

さ
て
こ
の
定
大
な
著
作
を
す
べ
て
論
許
す
る
こ
と
は
、
評
者
の
能
力
を
越

え
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
が
「
中
園
訴
訟
枇
曾
」
を
主
題
に
し
て
お
り
、

許
者
の
関
心
も
こ
こ
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
評
で
は
こ
の
主
題
か

ら
い
さ
さ
か
離
れ
て
い
る
論
文
(
十
章
、
十
二
章
、
十
五
章
)
を
一
廉
除
く

こ
と
に
す
る
。
こ
の
貼
、
執
筆
者
各
位
の
ご
諒
解
を
求
め
た
い
。
ま
た
便
宜

上
本
書
の
日
次
通
り
各
章
を
論
評
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
第
一
章
「
中

園
訴
訟
献
合
同
史
概
論
」
は
最
後
に
論
評
し
た
い
。

第
二
章
、
根
山
明
「
後
漢
後
宇
期
の
訴
訟
と
枇
曾
|
|
長
沙
東
牌
棲
出
十

一
0
0
一
競
木
臆
を
中
心
に
」
は
、
会
般
的
に
宋
代
以
降
出
現
し
た
と
考
え

ら
れ
る
健
訟
の
現
象
に
た
い
し
て
、
後
漢
に
も
そ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
っ
た

こ
と
を
出
土
資
料
と
惇
世
の
文
献
資
料
と
い
う
性
格
が
遣
う
史
料
を
接
合
し
、

検
詮
し
よ
う
と
す
る
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
。

ま
ず
出
土
資
料
の
護
解
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
親
族
関
の
家
産
紛

争
で
あ
る
本
件
に
到
し
て
、
受
理
か
ら
決
着
に
ま
で
至
る
一
連
の
手
績
が
、

督
郵
と
督
盗
賊
と
い
う
監
察
系
統
の
官
吏
に
よ
っ
て
捨
わ
れ
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
黙
で
あ
る
。
論
者
は
こ
の
こ
と
を
嘗
時
の
郡
豚
で
は
役
人
や
吏

の
不
正
に
よ
っ
て
地
方
行
政
が
順
調
に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
の
詮
左
で
あ
り
、

常
時
の
健
訟
の
時
代
的
背
景
で
あ
る
と
見
な
し
、
ま
た
こ
れ
を
王
符
の
『
潜

夫
論
」
と
接
合
し
て
見
事
に
立
註
し
て
い
る
。

二
O
O
四
年
に
新
し
く
出
土
し
た
ば
か
り
の
束
牌
棲
木
照
の
意
味
を
精
需

に
解
讃
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
り
地
方
行
政
の
末
端
の
問
題
を
讃
み
取
っ
て

こ
れ
を
嘗
時
の
停
世
文
献
と
接
合
さ
せ
、
木
臆
の
背
景
と
し
て
地
方
行
政
の

腐
敗
や
動
揺
を
推
定
す
る
論
者
の
腕
前
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
た
だ
健
訟
の
護

生
に
闘
し
て
具
憧
的
な
地
域
的
範
園
に
釘
す
る
言
及
が
な
い
こ
と
は
少
し
も

の
足
り
な
い
結
が
あ
る
。
ま
た
な
ぜ
こ
の
時
期
に
円
に
十
寓
人
と
も
稀
さ
れ

る
ほ
ど
多
数
の
訴
訟
が
愛
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
針
す
る
、
「
そ
れ

は
お
そ
ら
く
、
後
渓
後
宇
期
に
お
け
る
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
、
一
吐
曾
的
結

合
の
あ
り
か
た
の
愛
容
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
回
答
は
、
や
や
説

明
不
足
で
わ
か
り
に
く
い
。
今
後
、
論
者
に
よ
り
議
論
が
展
開
さ
れ
る
で
あ

ろ、つ。第
三
章
、
辻
正
博
「
陪
唐
時
代
の
相
州
に
お
け
る
司
法
と
枇
曾
|
|
「
訴

訟
献
舎
」
成
立
の
前
提
」
で
は
、
論
者
は
「
健
訟
が
枇
舎
問
題
と
し
て
潟
政

者
の
念
頭
に
あ
が
る
の
は
宋
代
以
降
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
の
原

因
と
目
さ
れ
る
現
像
は
叢
生
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
問
題
意
識
を

も
っ
て
、
「
唐
代
以
前
に
は
健
訟
と
し
て
問
題
嗣
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
宋
代

以
降
は
由
々
し
き
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
問
題
を
提
起

す
る
。『

陪
童
日
』
梁
彦
光
惇
で
は
「
妄
起
風
謡
、
訴
訟
官
人
」
と
い
い
、
官
吏
を

ま
で
告
訴
す
る
ほ
ど
の
訴
訟
の
気
勢
こ
そ
、
本
書
第
九
章
の
主
題
と
な
る

「
民
告
官
」
の
先
駆
的
事
例
と
し
て
目
立
ち
、
陪
代
の
相
州
が
宋
代
の
相
州

よ
り
健
一
訟
の
風
に
も
っ
と
、
近
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
興
味

深
い
。
許
者
は
論
者
と
異
な
り
、
健
訟
と
は
車
な
る
士
大
夫
の
懐
く
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
い
と
考
え
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
健
訟
の
賓
樫
に
先
立
つ
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
う
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
相
州
は
後
漢
以
降
常
に
あ
る
い

は
し
ば
し
ば
訴
訟
枇
舎
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
仮
定
し
て
そ
れ
ま
で
の
相

州
の
賓
健
を
論
ず
る
な
ら
、
む
し
ろ
よ
り
豊
富
な
訴
訟
耐
舎
の
賓
植
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
す
る
。
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第
四
章
、
水
越
知
「
中
園
近
世
に
お
け
る
親
子
間
訴
訟
」
は
、
宋
代
以
後

清
末
に
至
る
ま
で
の
親
子
問
訴
訟
の
賓
態
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴

訟
枇
舎
の
質
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
論
者
は
清
代
巴
豚
棺
案

と
宋
代
「
清
明
集
」
の
事
案
を
比
較
し
な
が
ら
、
「
(
清
代
で
は
)
宋
代
に
見

え
る
子
が
親
を
告
訴
し
た
訴
訟
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
子
の
反
訴
は
し
ば

し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
宋
代
と
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
」
と
指
摘
し

つ
つ
、
一
方
巴
豚
棺
案
の
地
方
官
に
は
『
清
明
集
』
の
地
方
官
と
は
遣
っ
て

不
孝
を
撲
滅
す
る
音
叫
欲
も
教
化
す
る
熱
意
も
見
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
形
ば
か

り
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
親
の
権
威
も
訴
訟
の
結
末
も

模
糊
と
し
た
親
子
開
訴
訟
の
像
は
、
今
ま
で
の
中
園
'
家
族
史
で
は
あ
ま
り
描

か
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
公
案
小
説
や
訟
帥
秘
本
生
寸
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
を
ま
で
活
川
市
し
な
が
ら
親
子
間
訴
訟
の
意
味

を
追
求
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

判
決
基
準
に
つ
い
て
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
子
開
訴
訟
で
は
法
に

よ
る
刈
決
と
温
情
に
よ
る
判
決
と
い
う
二
重
基
準
が
作
用
し
て
い
た
。
要
す

る
に
中
園
の
「
訴
訟
一
刷
命
日
」
で
は
現
代
の
訴
訟
枇
舎
に
お
け
る
巌
格
な
法
の

審
判
で
は
な
く
、
や
は
り
惇
統
的
な
情
理
に
よ
る
判
決
が
作
動
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
「
中
園
訴
訟
枇
舎
」
の
特
色
と
し
て
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
中
園
訴
訟
枇
舎
を
考
え
る
際
に
論
者
が
明
ら
か

に
し
た
「
賓
態
」
と
と
も
に
、
こ
の
「
精
神
」
の
問
題
に
も
踏
む
込
む
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
、
谷
井
陽
子
「
な
ぜ
「
菟
抑
」
を
訴
え
る
の
か
|
|
明
代
に
お
け

る
告
朕
の
定
型
」
は
、
清
代
の
告
欣
に
お
け
る
「
菟
抑
」
表
現
を
民
事
的
紛

争
に
お
け
る
正
首
性
の
根
擦
と
み
な
し
て
、
必
田
時
の
民
事
的
裁
判
を
「
完
抑

伸
菟
型
裁
判
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
封
し
て
疑
問
を
提
起
し
、
つ
菟
抑

仲
菟
“
の
論
理
は
首
時
の
民
事
的
裁
判
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
示
す
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
べ
き
正
賞
性
の
不
在
、
あ
る
い
は
不
確
定

を
示
す
」
と
斬
新
な
主
張
を
展
開
す
る
。
な
ぜ
多
く
の
告
拡
が
「
菟
抑
」
と

表
現
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
な
事
情
を
訴
え
る
の
か
が
第
五
章
の
主
題
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
告
状
が
定
着
す
る
過
程
に
は
民
事
秩
序
と
は
無
関
係
で
あ
る
制

度
的
背
景
が
存
在
す
る
と
論
者
は
主
張
す
る
。
論
者
は
「
菟
抑
」
の
訴
え
と

は
民
の
側
か
ら
徳
政
者
に
働
き
か
け
て
政
策
を
愛
更
さ
せ
る
の
が
不
可
能
で

あ
る
以
上
、
民
の
側
で
は
自
ら
の
利
盆
の
た
め
、
局
政
者
側
の
方
針
に
合
わ

せ
て
間
接
的
な
操
作
を
試
み
る
し
か
な
い
と
の
、
ま
こ
と
に
傾
聴
す
べ
き
主

張
を
し
て
い
る
。

論
者
が
賓
際
に
民
間
で
民
事
的
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
そ
れ
が
受
理
さ

れ
る
べ
く
訴
訟
賞
事
者
の
立
場
で
い
か
に
ス
タ
イ
ル
に
芳
心
し
な
が
ら
告
状

を
作
成
す
る
の
か
を
、
訟
師
秘
本
と
(
日
銭
圭
目
な
ど
を
活
用
し
て
紋
遮
す
る
の

は
興
味
深
く
讃
む
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
で
夫
馬
進
は
巴
牒
槍
案
に
お
け

る
不
准
(
不
受
理
)
あ
る
い
は
未
准
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

が
、
明
清
時
代
中
岡
の
訴
訟
賞
事
者
は
こ
の
よ
う
な
領
域
に
落
ち
込
む
こ
と

な
く
訴
え
が
受
理
さ
れ
る
た
め
に
、
相
賞
、
心
を
か
け
た
こ
と
を
本
章
は
よ
く

見
せ
て
く
れ
る
。

第
六
章
、
陳
賓
良
「
「
郷
土
枇
曾
」
か
「
好
訟
枇
曾
」
か
?
|
|
明
清
時

代
の
「
好
訟
」
枇
舎
の
形
成
お
よ
び
そ
の
諸
相
」
で
は
、
惇
統
中
園
一
枇
舎
を

費
孝
通
の
郷
村
一
枇
命
日
論
に
し
た
が
っ
て
反
訴
訟
枇
舎
と
見
倣
し
つ
つ
、
そ
れ

は
理
念
的
で
あ
り
、
明
清
時
代
に
は
枇
舎
愛
動
の
時
代
と
し
て
巨
大
な
韓
換

が
起
き
て
、
郷
土
枇
舎
か
ら
徐
々
に
好
一
訟
剥
合
同
へ
轄
換
し
て
好
訟
を
剥
舎
の

基
本
的
な
定
型
た
ら
し
め
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
好
訟
社
合
同
の
諸
相
と
い

う
論
題
ら
し
く
、
幽
=
一
ヱ
ロ
固
な
事
例
を
提
示
し
て
明
清
時
代
の
好
訟
の
諸
相
を
知
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ら
せ
て
く
れ
る
の
は
、
本
章
の
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

論
者
は
惇
統
的
観
念
に
よ
れ
ば
、
訟
帥
の
ご
と
き
職
業
は
明
ら
か
に
「
芳

民
(
悪
人
)
」
の
列
に
入
れ
ら
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
明
清
時
代

に
は
訟
師
の
同
業
圏
健
が
出
現
し
、
街
門
外
で
相
封
的
に
濁
立
し
た
司
法
的

役
割
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
近
代
の
律
師
(
静
護
士
)
に
醇
化
す
る
と

い
う
別
の
側
面
も
も
っ
て
い
た
と
す
る
。
同
業
圏
健
の
山
川
現
と
は
、
例
え
ば

明
代
の
「
探
雨
舎
」
「
三
隻
船
」
等
を
指
す
が
、
こ
れ
は
論
者
の
著
書
『
中

園
流
唄
史
』
の
中
で
も
指
摘
す
る
如
く
、
す
べ
て
悪
事
を
事
と
し
た
破
落
戸

た
ち
の
仲
間
な
の
で
、
は
た
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
ギ
ル
ド
を
聯
想
さ
せ

る
同
業
圏
韓
だ
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
ギ
ル
ド
と

は
都
市
商
人
の
合
法
的
園
髄
だ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
静

護
士
を
含
ん
だ
法
律
家
た
ち
も
、
都
市
商
人
の
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
彼
ら
の
ギ

ル
ド
を
も
専
門
性
を
持
ち
つ
つ
共
同
普
を
指
向
す
る
法
人
圏
鰹
と
し
て
十
二

(
2
)
 

世
紀
か
ら
結
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
中
岡
訟
師
の
そ
れ

は
、
無
頼
者
の
、
脳
YW
山
結
枇
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
管
見
に
よ
る
か
、
き
り
、

訟
師
と
律
師
と
は
遣
う
世
界
の
存
在
で
あ
り
、
本
書
第
十
三
章
「
現
代
中
岡

の
律
師
(
詩
護
士
)
像
」
は
、
律
師
制
度
が
中
岡
で
い
か
に
定
着
し
難
い
か

を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
訟
師
か
ら
律
師
へ
醇
化
す
る
こ
と
が
普
通
の

こ
と
で
は
な
い
の
を
間
接
的
に
詮
明
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
七
章
は
泊
金
民
「
把
持
と
廃
差
|
|
巴
豚
槍
案
か
ら
見
た
清
代
重
慶
の

商
貿
訴
訟
」
で
あ
る
。
巴
牒
槍
案
の
中
に
は
大
量
の
商
貿
訴
訟
に
関
す
る
文

書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
工
商
業
者
が
官
府
の
差
務
を
請
け
負
う

麿
差
、
す
な
わ
ち
官
府
が
必
要
と
す
る
物
資
や
役
務
を
強
制
的
に
提
供
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
第
七
章
は
こ
れ
に
関
す
る
最
初
の
賓
誼
的

で
系
統
的
な
研
究
と
し
て
、
す
こ
ぶ
る
重
要
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

フ
匂
。

論
者
は
ま
ず
巴
牒
桔
案
の
内
容
か
ら
、
清
代
重
慶
で
は
牙
行
を
は
じ
め
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
工
商
業
者
た
ち
が
蛍
番
で
差
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と

と
、
具
健
的
な
請
け
負
い
の
方
法
を
確
認
す
る
。
重
慶
の
工
商
業
者
の
麿
差

に
針
し
て
官
が
定
め
る
債
格
や
嘗
局
が
支
挽
う
報
酬
は
、
通
常
、
賓
際
の
費

用
に
は
足
り
ず
、
工
商
業
者
側
に
よ
る
立
て
替
え
が
積
も
り
積
も
っ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
て
差
務
は
「
畏
途
(
避
け

た
い
仕
事
)
」
と
な
っ
て
、
互
い
に
責
任
を
な
す
り
つ
け
合
っ
た
り
し
た
か

ら
、
一
路
差
訴
訟
が
後
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
清
代
の
法
律
は
同
業

組
織
に
よ
る
把
持
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
巴
勝
街
門
は
差
事
の
範
圏
内
に
お

け
る
把
持
に
封
し
で
は
支
持
、
許
可
す
る
態
度
を
取
っ
た
。
巴
豚
棺
案
の
大

量
の
尚
貿
訴
訟
は
、
清
代
朝
廷
の
行
業
把
持
に
関
す
る
規
定
と
は
封
照
的
に
、

朝
廷
が
禁
止
す
る
行
業
把
持
を
承
認
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

許
者
の
印
象
に
即
し
て
一
百
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
官
商
癒
着
と
い
う
べ
き

状
況
は
重
慶
だ
け
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
牒
街
門
の
判

決
は
朝
廷
の
法
律
に
背
い
て
、
庭
差
し
た
か
否
か
に
の
み
よ
っ
た
と
い
う
著

者
の
指
摘
は
、
許
者
も
正
し
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
碍
瓦
舗
と
泥
水
匠

と
の
紛
争
で
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

第
八
章
、
阿
風
「
清
代
の
京
控
|
|
嘉
慶
朝
を
中
心
に
」
は
、
嘉
慶
四
年

の
よ
尽
控
案
件
の
棄
却
を
禁
ず
る
上
議
μ

が
下
さ
れ
た
時
代
に
、
京
控
が
掻

大
し
た
原
肉
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
論
者
は
そ
の
原
肉
と
し
て
、

清
初
に
巡
按
御
史
の
制
度
を
停
止
し
た
こ
と
に
よ
り
中
央
政
府
の
負
携
が
増

し
た
こ
と
、
一
方
、
地
方
の
利
盆
に
深
く
閥
奥
し
た
督
撫
に
は
京
控
を
解
決

す
べ
き
積
極
的
な
理
由
は
な
か
っ
た
こ
と
、
民
衆
の
好
訟
意
識
、
嘉
慶
帝
の
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個
人
的
理
由
を
挙
げ
る
。
特
に
吏
治
の
腐
敗
と
裁
判
の
不
公
正
こ
そ
民
衆
の

好
訟
の
原
因
で
あ
る
、
と
の
嘉
慶
帝
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
の
は
興
味
ぶ

か
い
。
訟
師
に
よ
る
訴
訟
の
教
唆
も
京
控
の
増
加
の
重
要
原
因
の
一
つ
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
論
者
は
嘉
慶
帝
が
死
去
す
る
二
十
一
日
前
に
、
「
京
控
改
革
」
の
上

識
が
招
い
た
弊
害
を
痛
感
す
る
と
い
う
興
味
ぶ
か
い
上
識
を
引
用
す
る
。
同
目

見
に
よ
れ
ば
、
積
案
す
な
わ
ち
案
件
未
庭
現
の
問
題
は
宋
代
よ
り
指
摘
さ
れ

る
問
題
で
あ
り
、
高
級
官
僚
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
司
法
機
構
の
問
題
か

ら
接
近
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
本
章
の
中
に
も

嘉
慶
帝
自
身
が
京
控
の
審
理
に
首
た
る
司
法
専
門
官
僚
の
不
足
を
認
知
し
、

そ
の
増
員
を
提
案
し
て
京
控
案
件
を
専
門
に
審
理
す
る
専
局
の
設
立
を
目
指

す
と
い
う
重
要
な
事
件
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
九
章
、
伍
躍
「
近
世
中
園
に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
一
的
|
|
「
民
告

官
」
烈
婦
の
顕
彰
と
奉
人
の
身
分
を
例
に
」
は
、
光
緒
新
政
が
試
行
さ
れ

た
直
後
の
清
朝
末
期
を
封
象
と
し
て
、
「
行
政
訴
訟
」
と
い
う
新
し
い
概
念

を
援
用
し
て
頗
る
意
欲
的
に
中
凶
の
訴
訟
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
本
章

が
封
象
と
す
る
案
件
は
「
山
陽
豚
一
免
案
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
烈
婦
の
額
彰

と
拳
人
身
分
械
奪
の
取
消
し
を
と
も
に
常
局
に
要
求
し
た
行
政
訴
訟
」
で
あ

り
、
原
告
は
山
陽
豚
の
奉
人
と
進
士
等
、
被
告
は
山
陽
豚
知
牒
で
あ
る
。

問
題
は
史
料
の
上
で
し
ば
し
ば
「
民
告
官
」
と
し
て
出
て
く
る
事
例
を
、

ど
の
よ
う
な
概
念
で
と
ら
え
る
の
が
遁
賞
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
評

者
の
管
見
で
は
、
こ
の
案
件
は
や
は
り
行
政
訴
訟
と
い
う
側
而
よ
り
、
伸
菟

の
た
め
の
中
園
惇
統
の
「
菟
抑
の
訴
え
」
に
泣
い
よ
う
に
思
う
。
一
方
、

「A
f
は
過
波
期
で
あ
り
、
司
法
は
い
ま
だ
濁
立
し
て
お
ら
ず
、
権
限
も
い
ま

だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
裁
判
す
る
側
は
し
ば
し
ば
上
訴
す
る
者
を
拘
禁
し
、

さ
ら
に
牒
に
命
じ
て
再
調
査
さ
せ
る
た
め
、
つ
い
に
謹
告
や
故
意
に
重
い
刑

罰
を
加
え
る
こ
と
な
ど
を
禁
止
す
る
規
定
が
空
文
に
な
っ
て
し
ま
い
、
人
民

の
身
家
財
産
は
探
摘
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
の
蛍
時
の
言
葉
は
、
光
緒

新
政
の
{
貰
施
以
後
に
も
司
法
が
い
ま
だ
濁
立
し
て
い
な
い
賓
態
を
指
す
護
言

で
あ
り
、
こ
の
「
山
陽
豚
菟
案
」
は
、
司
法
濁
立
が
な
か
っ
た
近
世
中
園
に

お
い
て
行
政
訴
訟
の
限
界
を
示
す
例
に
相
癒
し
い
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

行
政
に
封
す
る
訴
訟
と
い
う
合
法
的
武
器
は
、
最
近
二
十
一
世
紀
に
入
っ

て
よ
う
や
く
人
民
に
利
則
さ
れ
始
め
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
河
北
省

治
州
市
某
豚
の
村
民
た
ち
が
地
元
幹
部
の
不
法
を
上
部
機
関
に
訴
え
る
際
に
、

無
撃
の
農
民
た
ち
が
『
村
委
合
組
織
法
』
『
土
地
法
』
『
園
家
賠
償
法
」
『
行

政
訴
訟
法
』
『
農
村
法
律
法
規
』
な
ど
を
購
入
し
て
、
法
律
を
身
に
つ
け
て

そ
れ
を
武
器
と
し
て
戦
お
う
と
す
る
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
知
ら
れ

(
3
)
 

る
。
農
民
た
ち
が
法
を
武
器
と
し
て
宵
の
不
法
と
戦
お
う
と
す
る
の
は
、
谷

川
這
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
品
川
近
代
の
中
園
枇
舎
に
は
見
ら
れ
な
い
新

し
い
現
象
で
、
一
而
で
か
つ
て
の
「
民
告
官
」
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
研
究

(
1
)
 

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
十
一
章
、
田
透
章
秀
「
北
京
政
府
時
期
の
覆
判
制
度
」
は
、
治
末
の
光

緒
新
政
以
後
、
行
政
か
ら
濁
立
し
た
審
判
廃
に
よ
っ
て
新
し
い
裁
判
制
度
が

始
ま
る
頃
、
ま
だ
司
法
機
関
の
数
量
が
不
足
し
て
い
た
た
め
に
設
け
ら
れ
た

覆
判
制
度
に
釘
す
る
考
察
で
あ
る
。
中
華
民
国
の
成
立
で
、
は
じ
め
全
図
の

す
べ
て
の
豚
に
初
級
審
判
膳
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
が
、
多
く
の

牒
で
は
審
判
膳
が
設
置
さ
れ
ず
、
未
設
置
の
燃
に
は
牒
知
事
が
清
代
の
よ
う

に
行
政
と
司
法
を
晶
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
重
大
刑
事
事
件
の

場
合
、
裁
判
の
公
正
を
期
す
る
た
め
牒
の
判
決
を
省
の
最
高
司
法
機
関
で
あ

る
高
等
審
判
腐
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
が
敷
か
れ
た
。
こ
れ
が
覆
判
制
度
で
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あ
る
o

一
穣
剣
制
度
と
は
、
滋
賀
秀
三
の
「
必
要
的
覆
審
」
を
援
用
し
た
も
の

と
も
言
え
る
と
す
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
覆
審
が
行
政
的
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
人
民
中
園
に
お
け
る
司
法
機
関
の
濁
立
性
が
容
易
に
損
な
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
司
法
に
よ
る
監
督
と
い
う
性
格
が

濃
厚
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
黙
は
、
民
園
期
の
時
代
的
特
性
を
明
ら
か
に

一
不
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
覆
刻
と
は
本
来
不
足
す
る
司
法
機
関
の
裁
判
賓
態
を
補
完
す

る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
民
園
初
期
に
行
政
か
ら
担
倒
立
し
た
司
法
機
関
で
あ

る
審
判
廃
が
僅
か
百
ケ
所
に
も
満
た
な
か
っ
た
の
は
、
止
口
田
時
司
法
近
代
化
の

基
盤
が
如
何
に
脆
弱
だ
っ
た
の
か
を
逆
に
立
詮
す
る
に
十
分
だ
と
言
え
よ
う
。

司
法
機
関
の
不
足
は
歴
史
的
な
宿
題
の
よ
う
に
見
え
る
。
夫
馬
進
が
指
摘
し

た
後
漢
の
菟
結
も
こ
れ
と
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
宋
代
に
お
い
て

(
5
)
 

も
増
え
る
訴
訟
に
比
べ
司
法
人
員
は
増
加
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本

書
の
中
に
こ
れ
に
到
す
る
専
論
が
な
い
の
は
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
十
三
章
、
浅
井
一
止
「
現
代
中
岡
の
律
師
(
詩
護
土
)
像
」
は
、
一
九
九

六
年
か
ら
二

O
O
八
年
ま
で
中
国
の
『
法
制
日
報
』
の
記
事
を
主
な
資
料
と

し
て
、
二
十
世
紀
末
か
ら
二
十
一
世
紀
初
頭
の
中
園
の
律
師
(
詩
護
士
)
像

を
抽
出
し
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
巨
篇
を
な
す
本
章
附
録
は
ほ
と
ん
ど

『
法
制
日
報
』
の
中
か
ら
律
師
に
閲
す
る
記
事
を
分
析
し
た
表
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
苦
努
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
、
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
本

附
録
は
現
代
中
園
律
師
の
動
向
を
理
解
す
る
た
め
に
禅
盆
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

興
味
深
い
問
題
と
し
て
、
律
師
の
刑
事
競
護
権
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
る
。

論
者
は
、
「
刑
事
手
績
を
捨
う
律
師
は
、
法
制
度
の
建
前
で
は
犯
罪
者
・
犯

罪
嫌
疑
者
の
人
権
を
擁
護
し
捜
査
首
局
に
よ
る
適
正
子
績
の
履
践
を
監
視
す

る
役
割
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賓
務
で
は
犯
罪
者
に
輿
す

る
者
と
し
て
犯
罪
者
に
手
を
貸
し
謹
様
浬
滅
な
ど
を
行
、
つ
危
険
を
本
質
的
に

有
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
著
者
は
さ
ら
に

律
師
の
刑
事
静
護
を
不
向
出
に
さ
せ
る
法
的
な
根
擦
と
し
て
現
行
刑
法
第
三

O
六
僚
を
琴
、
げ
、
中
国
の
律
師
界
で
こ
の
保
項
は
、
律
師
本
人
を
殺
し
か
ね

な
い
「
死
亡
倹
約
」
と
自
瑚
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
と
す
る
。
許
者
に
と
っ
て

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
候
項
が
惇
統
中
園
法
の
「
教
唆
詞
訟
の
律
」
と
相
通

じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
黙
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
こ
れ
ら
雨
候
を
引
用
し

て
比
較
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
『
唐
律
』
の
闘
訟
律
の
中
の
こ
の

候
文
は
、
以
後
明
清
律
に
至
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
、
訟
師
の
教
唆
詞
訟
を
禁

(
6
)
 

止
す
る
法
律
的
根
擦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
章
の
特
色
は
、
律
師
と
共
産
省
…
支
配
の
矛
盾
の
中
で
、
枇
曾
正
義
の
賓

現
の
た
め
の
律
師
た
ち
の
進
歩
的
な
活
動
と
展
望
を
積
極
的
に
描
い
た
と
こ

ろ
に
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
が
如
何
に
客
観
的
な
の
か
に
よ
っ
て
評
債
が
愛

わ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
論
者
は
主
に
土
律
師
を
肯
定
的
に
見
て
い
る
も

の
の
、
土
律
師
は
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
肯
定
的
に
報
道
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
土
律
師
は
惇
統
時
代
の
訟
師
や
訟
根
の
よ

う
な
存
在
と
し
て
、
否
定
さ
れ
も
し
て
き
た
。
問
題
は
現
代
中
園
の
場
合
、

こ
の
よ
う
に
律
師
資
格
も
な
い
会
般
人
た
ち
が
訴
訟
に
参
輿
で
き
る
よ
う
に

法
的
に
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ど
う
や
ら
こ
れ
は
公
民
訴
訟
代
理
制
度
か
ら

始
ま
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
公
民
代
理
制
度
の
起
源
は
、
共
産
黛

政
権
の
成
立
の
前
、
解
放
匝
時
代
に
ま
で
遡
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
黒
律
師
の

乱
」
を
も
た
ら
す
ほ
ど
、
中
園
律
師
制
度
の
定
り
宥
に
お
い
て
多
く
の
問
題
を(

7
)
 

投
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
複
雑
な
歴
史
的
音
ω
味
を
抱
え
た
法
制
と
考
え
ら
れ
る
。

論
者
は
こ
の
公
民
代
理
制
度
に
よ
り
、
中
園
の
法
的
学
部
の
向
学
生
は
臨
床
法
的
学
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の
科
目
を
受
講
す
る
過
程
で
法
廷
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
し
、
「
状
況
は
米

園
の
ロ

l
ス
ク
ー
ル
の
向
学
生
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
」
と
言
、
っ
。
し
か
し

公
民
代
理
制
度
に
つ
い
て
の
歴
史
的
説
明
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が

あ
た
か
も
米
園
の
ロ

l
ス
ク
ー
ル
か
ら
由
来
し
た
よ
う
な
誤
解
を
招
き
か
ね

な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
本
論
が
『
法
制

H
報
』
を
小
ま
め
に
首
た
っ

た
結
果
生
ま
れ
た
重
要
な
成
果
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
く
、
現
代
の
中

園
司
法
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

第
十
四
章
、
王
志
強
「
清
代
巴
豚
銭
債
案
件
の
受
理
と
審
判
|
|
近
世
イ

ギ
リ
ス
法
を
背
景
と
し
て
」
は
、
巴
牒
槍
案
の
銭
債
案
件
を
中
心
と
し
て
近

世
イ
ギ
リ
ス
法
と
比
較
し
な
が
ら
、
訴
訟
プ
ロ
セ
ス
の
角
度
で
中
園
の
惇
統

的
な
聴
訟
に
お
け
る
案
件
受
理
の
特
徴
、
お
よ
び
民
事
司
法
に
お
け
る
「
菟

抑
伸
菟
」
形
式
に
相
庭
す
る
手
績
の
背
景
を
重
貼
的
に
検
討
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
。

ま
ず
受
理
の
候
件
で
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
中
岡
に
比
べ
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
訴
訟
賞
事
者
が
希
望
す
る
訴
訟
手
績
に
よ
っ
て
釘
摩
す
る
裁
判
所
が
決

ま
り
、
「
起
訴
と
受
理
の
段
階
で
は
近
世
イ
ギ
リ
ス
法
の
特
徴
は
基
本
的
に

裁
判
所
は
求
め
れ
ば
必
ず
麿
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る
。

論
者
は
イ
ギ
リ
ス
に
く
ら
べ
清
代
中
園
の
場
合
、
民
事
紛
争
の
起
訴
段
階
で

明
ら
か
に
イ
ギ
リ
ス
と
遣
う
特
色
が
見
え
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
す
べ

て
の
案
件
は
ま
ず
末
端
の
州
牒
長
官
に
提
出
さ
れ
、
告
吠
受
理
の
決
定
権
は

基
本
的
に
官
府
に
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
中
国
と
の
こ
う
い
う
相
違
は
何
慮
か
ら
出
来
す
る
の
か
が
本

章
の
主
題
で
あ
る
が
、
論
者
の
答
え
は
す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ

れ
る
。
論
者
は
結
論
的
に
清
代
民
事
司
法
に
お
け
る
政
策
上
の
原
則
が
存
在

す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
つ
は
で
き
る
だ
け
不
受
理
に
す
る
こ
と
と
い
う
ほ

ど
、
案
件
の
受
理
は
根
本
的
に
官
府
の
主
導
と
掌
握
下
に
お
か
れ
て
い
た
と

い、っ。特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
官
が
各
種
の
非
政
府
的
な
枇

曾
資
源
、
す
な
わ
ち
官
事
者
と
続
護
士
お
よ
び
陪
審
圏
に
依
頼
し
て
い
た
た

め
、
裁
判
に
お
け
る
受
動
的
な
裁
断
者
と
し
て
裁
判
の
負
捨
が
少
な
か
っ
た

こ
と
に
く
ら
べ
、
清
代
中
園
の
州
豚
官
は
民
事
紛
争
を
庭
理
す
る
際
受
理
か

ら
裁
断
ま
で
、
完
全
に
積
極
的
な
主
導
者
と
し
て
負
捨
が
多
か
っ
た
と
の
釘

照
的
事
賓
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
-
計
者
に
残
る
論
文
は
本
書
の
第
一
章
、
本
書
の
編
者
夫
馬
進
の

「
中
岡
訴
訟
祉
合
同
史
概
論
」
で
あ
る
。
こ
の
会
章
は
別
個
の
一
書
を
成
し
て

も
良
い
程
度
の
長
篇
論
文
で
、
言
葉
そ
の
ま
ま
に
後
漢
以
来
、
清
末
お
よ
び

中
園
の
司
法
、
近
代
化
ま
で
金
時
代
を
包
含
す
る
雄
篇
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
概
論
は
本
書
に
牧
録
さ
れ
た
論
文
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
近
代
ま
で
綴
密
な
論
誼
に
基
手
つ
き
な
が
ら
、
一
貫
し

た
論
理
で
中
園
訴
訟
枇
舎
の
歴
史
を
整
理
し
た
も
の
は
お
そ
ら
く
前
例
が
な

い
こ
と
と
し
て
、
編
者
な
ら
で
は
の
一
大
快
拳
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
今
後
の
中
園
法
制
史
研
究
で
一
つ
の
里
程
標
に
な
り
、
本
書
の
中

で
も
中
心
部
分
を
占
め
る
こ
の
概
論
に
皐
び
な
が
ら
、
許
者
は
い
く
つ
か
の

管
見
を
提
示
し
た
い
。

第
一
節
「
無
訟
の
理
念
と
費
孝
通
の
無
訟
論
」
は
、
費
孝
通
の
無
訟
枇
舎

論
に
封
し
て
絞
密
な
考
誼
を
も
と
に
批
判
し
つ
つ
、
無
訟
枇
命
円
と
と
も
に
訴

訟
剥
舎
も
同
時
に
併
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
黙
に
、
大

き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
節
「
無
完
の
理
念
と
そ
の
現
賓
」
で
は
、
無
訟
の
理
念
と
共
に
無
完
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の
弾
一
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
、
こ
れ
が
上
訴
制
度
と
告
朕
不
受
理
の
法

を
生
み
出
す
根
擦
に
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
上
訴
制
度
や
告
朕
不
受
理
の

法
の
よ
う
な
も
の
も
、
康
照
帝
や
嘉
正
帝
の
よ
う
な
君
主
自
身
が
遵
守
し
よ

う
と
し
な
い
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
、
海
瑞
や
嘉
慶
帝
の
事
例
で
紹
介
さ
れ

る
よ
う
に
、
和
甘
い
菟
の
理
念
を
も
と
に
告
状
不
受
理
の
法
を
賓
践
に
移
す
こ
と

は
と
て
も
難
し
か
っ
た
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
黙
は
興
味
深
い
。

第
三
節
「
王
符
の
訴
訟
論
と
後
漢
の
完
結
」
で
は
、
籾
山
明
が
分
析
し
た

王
符
の
「
潜
夫
論
」
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
事
例
を
あ
げ
、
専
制
支
配
と
訴

訟
枇
舎
と
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
特
に
重
要
な
山
土
資
料

で
あ
る
「
二
年
律
令
』
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
印
象
深
い
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
賓
際
に
専
制
支
配
が
い
か
に
し
て
訴
訟
を
た
く
さ
ん
産
ん
だ
の
か
は
、

も
っ
と
詳
細
な
説
明
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

第
四
節
「
宋
代
の
健
訟
と
差
役
の
糾
論
」
で
は
、
主
に
『
清
明
集
」
の
案

件
を
分
析
し
な
が
ら
宋
代
名
公
た
ち
に
よ
る
注
目
す
べ
き
法
治
主
義
的
判
決

を
紹
介
し
つ
つ
、
健
訟
す
る
者
が
正
し
い
と
ま
で
認
定
し
て
し
ま
っ
た
宋
代

名
公
た
ち
の
正
直
な
判
決
の
前
で
は
、
上
告
ひ
い
て
は
健
訟
が
お
さ
ま
る
は

ず
が
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

訟
師
の
健
一
訟
と
と
も
に
宋
代
世
舎
の
健
訟
化
の
ま
た
一
つ
の
原
因
と
し
て

提
起
さ
れ
る
も
の
は
、
差
役
の
問
題
と
関
連
す
る
糾
論
で
あ
る
。
糾
論
の
こ

と
は
本
書
の
中
で
専
制
支
配
と
中
岡
訴
訟
枇
舎
と
の
関
係
を
説
明
す
る
の
に
、

も
っ
と
も
興
味
深
く
精
彩
を
放
つ
部
分
と
思
わ
れ
る
。
糾
論
と
は
、
農
民
、

都
市
の
商
工
業
者
を
間
わ
ず
、
差
役
で
役
に
必
田
た
る
順
番
や
ラ
ン
ク
を
決
定

し
た
も
の
の
そ
の
通
り
い
か
な
か
っ
た
場
合
、
不
首
に
役
に
嘗
て
ら
れ
た
と

思
う
者
が
、
自
分
の
代
わ
り
に
別
の
者
が
役
に
十
分
嘗
て
ら
れ
う
る
と
名
指

し
で
あ
ば
き
た
て
論
ず
る
こ
と
を
指
す
。
ま
た
糾
論
の
問
題
は
宋
代
だ
け
に

限
る
問
題
で
は
な
く
基
本
的
に
清
末
ま
で
績
く
問
題
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
は

も
と
も
と
税
役
上
の
不
公
平
が
生
じ
た
問
題
と
し
て
本
来
政
府
と
民
の
聞
の

問
題
す
な
わ
ち
行
政
訴
訟
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
民
と
民
の

問
題
で
あ
る
民
事
訴
訟
の
私
的
な
問
題
に
醇
化
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
。

第
五
節
「
清
代
同
治
期
巴
際
槍
案
に
見
え
る
年
間
訴
訟
文
書
数
と
訴
訟
件

数
」
で
は
、
清
代
の
巴
牒
で
毎
年
訴
訟
文
書
が
ど
れ
く
ら
い
受
け
附
け
ら
れ
、

何
件
ぐ
ら
い
新
し
い
訴
訟
が
起
こ
る
か
具
健
的
な
数
値
を
提
示
す
る
。
以

前
編
者
は
、
た
と
え
ば
湖
南
省
寧
遠
豚
で
は
今
年
に
九
六

0
0枚
程
度
を
毎

(
U
O
)
 

年
受
け
附
け
た
と
推
計
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
官
儀
書
と
地
方
官

と
行
政
記
録
な
ど
を
根
擦
に
し
た
も
の
で
、
現
存
す
る
訴
訟
文
書
に
基
づ
い

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
巴
豚
棺
案
を
も
と
に
し
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
一

高
二
千
枚
l

一
高
五
千
枚
の
数
値
で
あ
る
。
編
者
は
こ
の
数
値
は
以
前
の
計

算
方
法
が
完
会
に
見
常
外
れ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
一
方
、
過

大
な
推
計
で
あ
っ
た
と
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
す
る
。
こ
の
統
計

結
果
が
今
後
の
中
岡
訴
訟
史
の
研
究
に
一
つ
の
里
程
標
の
役
割
を
す
る
こ
と

は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
六
節
「
清
代
同
治
朝
巴
牒
に
お
け
る
纏
訟
と
賓
訟
」
で
は
、
中
園
に
は

か
つ
て
間
違
い
な
く
「
訴
訟
剥
合
」
と
呼
ぶ
べ
き
枇
舎
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ

こ
で
は
こ
の
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
り
は
る
か
に
訴
訟
が
激
し
く
闘
わ

さ
れ
た
こ
と
を
賓
例
を
も
っ
て
一
が
す
。
纏
訟
と
は
あ
る
訴
訟
が
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
終
わ
ら
な
い
こ
と
、
演
訟
と
は
濫
訴
の
意
味
に
近
い
と
い
う
。

一
つ
の
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
遺
産
相
績
訴
訟
に
出
て
く
る
劉
王
氏
と

い
う
女
性
は
興
味
深
い
。
彼
女
は
再
婚
し
た
女
性
で
あ
り
、
八
年
聞
に
十
二

回
訴
訟
に
閲
輿
し
た
人
物
で
あ
る
。
訴
訟
に
封
す
る
態
度
も
堂
々
と
し
て
お

り
、
「
彼
女
白
身
が
訟
師
以
上
に
訴
訟
の
筋
道
に
精
通
し
た
存
在
と
な
っ
て
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い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
編
者
が
評
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
く
ら
い
興
味
深

い
人
物
で
あ
る
。
巴
豚
の
女
性
た
ち
は
強
い
気
質
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る。
編
者
は
「
結
-
古
川
」
で
、
清
末
司
法
制
度
の
近
代
化
に
封
し
で
も
言
及
し
つ

つ
、
民
園
四
年
(
一
九
一
五
)
に
巴
牒
地
方
審
判
擦
で
新
し
く
受
理
さ
れ
た

案
件
は
、
同
治
年
間
と
比
べ
約
四
十
年
の
聞
に
約
二
・
五
倍
増
加
し
た
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
念
激
な
増
加
は
、
そ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
様
々
な
難
癖
を
つ

け
て
不
准
も
し
く
は
未
准
と
し
て
い
た
も
の
を
、
形
式
さ
え
調
っ
て
い
れ
ば

受
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ

れ
こ
そ
司
法
の
、
返
代
化
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
述
べ
る
。

紙
幅
も
す
で
に
過
ぎ
た
の
で
、
評
者
が
本
主
自
の
な
か
で
も
第
会
章
を
讃
み

つ
つ
感
じ
た
大
き
な
問
題
を
一
つ
二
つ
奉
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
第
一
に
、

訴
訟
枇
舎
と
は
本
来
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
自
由
民
主
主
義
世
舎
を
背
景
と
し

て
生
み
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
編
者
も
引
用
す
る
リ
l
パ
ー

マ
ン
が
好
訟
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
枇
合
病
弊
の
信
競
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

(
9
)
 

枇
舎
が
健
康
な
る
こ
と
を
鳴
ら
す
ラ
ッ
パ
で
も
あ
る
と
一
一
百
い
つ
つ
、
現
代
枇

舎
の
好
訟
の
核
心
に
は
封
審
制
度
(
〉

?
2
3弓
ω
ヨ
Z
B
)
が
あ
り
、
針

審
制
度
こ
そ
自
由
民
主
主
義
の
中
心
債
値
な
の
だ
と
強
調
す
る
こ
と
は
注
目

す
べ
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
封
審
制
度
と
は
自
分
に
損
害
を
奥
え
る
相
手
方

に
挑
戦
し
て
詩
護
士
の
助
力
を
通
じ
て
自
身
の
正
義
を
追
求
す
る
こ
と
が
で

(
日
)

き
る
権
利
を
保
障
す
る
制
度
を
い
う
。
西
洋
の
好
訟
祉
角
を
こ
の
よ
う
に
自

由
民
主
主
義
の
活
力
素
と
し
て
肯
定
的
に
見
つ
め
る
嗣
角
は
リ
l
パ
l
マ
ン

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
は
そ
れ
を
非
民
主
的
な
行
政
岡
家
の
山
川
現
を

(ロ)

阻
止
す
る
壁
盈
で
あ
り
、
自
由
で
公
正
な
枇
舎
の
一
詮
印
と
し
て
残
る
だ
ろ
う

(
日
)

と
主
張
す
る
ほ
ど
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
編
者
が
か
つ
て
「
(
明
清
時
代
)
好
訟
の
風
を
生
み
出
し
た
根
本
原

(
国
)

因
は
、
訴
訟
そ
の
も
の
が
高
人
に
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
言
っ

た
の
は
一
理
あ
る
と
し
て
も
、
明
清
時
代
で
の
訴
訟
の
雰
園
気
は
、
訟
師
が

不
自
由
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
一
つ
だ
け
を
み
て
も
、
そ
れ
程
開
放

的
な
よ
う
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
開
放
的
だ
が
決

し
て
開
放
的
で
な
い
姿
が
専
制
支
配
下
の
中
園
訴
訟
枇
舎
の
賓
態
で
あ
っ
た

か
に
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
と
は
言
え
、
本
書
は
現
代
の
訴
訟
や
現
代
中
園

の
司
法
、
あ
る
い
は
中
園
史
そ
の
も
の
に
つ
い
て
様
々
に
再
考
す
る
手
掛
か

り
を
輿
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
牧
録
論
文
は
い
ず
れ
も
綴
密
で

あ
る
が
、
考
詮
の
た
め
の
考
詮
研
究
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
評
者
は
こ
の
書
の
出
版
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
、
中
凶
法
制
史

研
究
や
現
代
中
園
の
問
題
と
密
接
に
リ
ン
ク
す
る
中
凶
史
研
究
が
一
層
盛
ん

と
な
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
す
る
。
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主(

1
)

陳
賓
良
『
中
園
流
眠
史
』
中
園
献
曾
科
皐
出
版
壮
、

第
七
章
。

(
2
)
τ
目

2
〉

切

E
ロ
(
同
日
間
タ
叫
J
F
内
』
わ
ら
さ
と

O
コhgh
。¥
H
r
ト
ぬ
と

HU3hvhhNSu
寸

z
d
E
2
2
q
c同

(
U
F
H
g
m
o
T
Z
g
e
(
U
E
g問。

山口
L
F
O
ロ
ι
c
p
N
C
C∞
ヨ
官
官

ωめ
印

ω吋
(
〕

(
3
)

谷
川
這
雄
『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
園
へ
|
|
中
園
史
研
究
は
世

界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
名
古
屋
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二

O
O
六
、
八
五
頁
。

(
4
)

谷
川
道
雄
「
中
園
現
代
農
民
維
権
活
動
向
覚
書
」
『
研
究
論
叢
』
第

一
九
九
三
、



8
集
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二

O
一
O
年
二
一
月
。
谷
川
遁
雄

氏
の
二
つ
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
夫
馬
進
教
授
に
紹
介
を
頂
い
た
。

記
し
て
感
謝
す
る
。

(
5
)
宋
代
司
法
人
員
の
問
題
に
封
し
て
は
、
陳
景
良
「
訟
挙
、
訟
師
奥

士
大
夫
宋
代
司
法
惇
統
的
縛
型
及
其
意
義
」
『
河
南
省
政
法
管
理

幹
部
向
学
院
内
学
報
』
七

O
期
、
二

O
O
二
|
一
期
o
z
o
-
5
2
呂
尽

き
円
。
〕
子
旬
。
Q
A
N
U。
g
q
b
s人
h
ぬ
と
の
と
E
2・
hNhhNHSMN
』

haH22hNMN

h
h
H
R
H言、町、
E
~
h
b
N
S
R
N
W
ω
戸山口町口三

d
E
J「
ぬ
円
切

H
q
M
)見
出
切
リ
同
市
選
∞
叫

官官

ω
l
己
申
寸
参
照
。

(
6
)

『
唐
律
」
で
は
「
雇
っ
た
者
は
庭
罰
し
な
い
」
と
な
っ
て
い
た
が
、

清
代
乾
隆
年
間
に
入
っ
て
か
ら
雇
っ
た
者
も
雇
わ
れ
た
者
と
同
じ
よ

う
に
慮
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
郎
滋
生
「
十
八
世
紀
清
政
府
修

訂
ぷ
以
唆
詞
訟
が
律
例
下
的
査
肇
訟
師
事
件
」
『
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
集
刊
』
七
九
四
、
二

O
O
八。

(
7
)
土
律
師
と
黒
律
師
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
黒
律
師
斗
近
代

中
岡
斗
司
法
改
革
」
『
中
園
史
研
究
』
五
七
輯
、
二

O
O
八
年
二
一

月
参
照
。

(
8
)

夫
馬
進
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
(
梅
原
郁
編
『
中
岡
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近
世
の
法
制
と
枇
曾
』
京
都
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

九
三
)
。

(
9
)
γ
F
B
同

F
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c
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ω
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q
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a

H
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(ロ
)
T
F
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HoroH白
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書
官
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匂

(日
)
]
O岳
円
。
月
刊
「
H
o
r
o
H
E
g
u
前
掲
書
叫
日
U
5
0

(MH)

前
注
(
8
)
。

九
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