
ぐ
れ
た
成
果
に
よ
っ
て
、
従
来
の
通
説
的
な
文
需
名
が
い
く
つ
か
訂
正
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
希
望
を
申
し
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
決
し

て
あ
ら
探
し
を
屋
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
了
解
頂
け
る
も
の
と
思
う
。

も
し
本
書
が
通
り
一
遍
の
史
料
集
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
自
身
そ
れ
な
り
の
書

評
で
お
茶
を
に
ご
し
て
お
い
た
で
あ
ろ
う
。
腰
述
す
る
よ
う
に
、
本
書
は
お

そ
ら
く
現
在
望
み
う
る
最
高
水
準
の
史
料
集
で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
ま
た
、

最
近
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
史
料
集
刊
行
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と

し
て
の
役
割
を
果
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
勝
手
な
希
望
を
述
べ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
現
在
公
務
と
し
て
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
作

成
の
仕
事
に
従
い
、
ま
た
個
人
的
に
は
史
料
集
刊
行
の
準
備
を
進
め
て
い
る

私
自
身
へ
の
自
戒
の
三
葉
で
あ
る
こ
と
も
三
二
し
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、

文
中
に
あ
る
い
は
私
の
誤
解
が
あ
り
、
ま
た
理
解
の
至
ら
ぬ
点
が
あ
れ
ば
、

関
係
者
一
同
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
官
庁

出
版
物
で
あ
る
が
、
希
望
老
に
は
実
費
頒
布
の
方
法
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
一
五
－
一
四
、
臓
本
塩
工
業
会
一
日

本
塩
業
研
究
会
宛
照
会
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
A
5
版
　
図
版
三
頁
　
目
次
三
硝
頁
　
解
題
二
九
頁
　
本
文

　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
三
頁
　
一
九
七
五
年
七
月
　
日
本
塩
業
研
究
会
発
行
〕

　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
総
脅
資
料
館
古
文
譲
課
長
　
京
都

黄
培
（
　
℃
Φ
勘
　
期
q
鋤
⇔
ひ
q
）
著

』
ミ
§
、
額
遷
ミ
き
忌
、
鼠
の
ミ
魯
ミ

き
鳴
寄
薦
ら
譜
§
晦
壽
ミ
0
9
嵩
い
㍗
躊
融
・

大
　
谷
　
敏
　
夫

　
本
著
の
著
者
黄
培
氏
は
オ
ハ
イ
オ
州
、
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ソ
州
立
大
学
の
中

国
史
専
攻
の
研
究
者
で
あ
る
。
序
文
に
よ
れ
ば
著
者
は
、
故
李
宗
偶
教
授

と
呉
相
湘
教
授
に
三
二
さ
れ
て
清
代
雍
正
期
研
究
を
志
し
た
と
い
う
。
著
者

は
雍
正
独
裁
政
治
を
研
究
す
る
主
要
な
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
雍
正
期
が

三
代
史
研
究
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
康
煕
帝
が
清
朝
権
力
の
保
持
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
雍
正
帝
は
そ
れ

を
創
造
し
組
織
し
た
人
で
あ
り
、
乾
隆
帝
は
そ
の
上
に
立
っ
て
安
定
と
繁
栄

を
享
受
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雍
正

期
の
研
究
は
、
宮
崎
市
定
博
士
を
始
め
と
し
た
日
本
の
研
究
者
を
除
い
て
、

今
ま
で
各
国
の
歴
史
家
が
ほ
と
ん
ど
注
呂
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
次
に

第
二
の
理
由
は
、
雍
正
独
裁
政
治
の
研
究
こ
そ
、
中
国
の
独
裁
政
治
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
好
個
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
雍
正
期
は
、
中

国
独
裁
政
治
の
最
頂
点
に
達
し
た
時
期
で
あ
り
、
世
界
史
上
に
お
け
る
そ
れ

と
の
比
較
研
究
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
著
者
の
本
文
構
成

に
従
っ
て
各
章
の
内
容
と
問
題
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。
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講書

〔
第
【
部
序
説
〕

　
第
一
章
　
雍
正
期
に
お
け
る
独
裁
政
治
の
様
相

　
こ
こ
で
は
ま
ず
§
§
ミ
騒
遷
と
い
う
語
の
起
源
を
考
察
し
、
そ
れ
は
く
絶

対
権
力
に
よ
る
支
配
の
形
態
〉
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
初
期

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
フ
ァ
ラ
オ
は
独
裁
的
支
配
者
で
あ
っ
た
し
一
方
西
洋
独

裁
政
治
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
湖
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
中
国
に
於
て
は

始
皇
帝
に
よ
る
秦
帝
国
の
成
立
を
も
っ
て
始
ま
り
、
前
漢
の
武
帝
の
独
裁
政

治
を
へ
て
、
階
唐
以
後
は
着
実
に
皇
帝
権
が
整
備
さ
れ
て
、
明
代
に
な
る
と

一
層
独
裁
権
が
強
化
さ
れ
、
明
制
を
継
承
し
た
清
朝
皇
帝
に
よ
り
そ
れ
が
最

高
度
に
高
め
ら
れ
た
と
い
う
。
特
に
雍
正
期
に
独
裁
権
が
確
立
し
た
の
は
、

一
つ
に
は
町
代
以
来
の
独
裁
権
確
立
へ
の
歴
史
的
経
過
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
今
一
つ
は
雍
正
帝
の
性
格
が
独
裁
政
治
を
成
功
さ
せ
た
主
要
な
要
因
で

あ
る
と
い
う
。
属
は
以
上
の
二
点
に
注
目
さ
れ
て
二
章
以
下
で
そ
の
独
裁
政

治
の
解
明
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
氏
の
§
§
ミ
§
疑
と
い

う
概
念
の
把
握
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
中
国
独
裁
政
治
に
対
す
る
認
識
に
つ
い

て
、
い
さ
さ
か
疑
問
を
呈
し
て
お
こ
う
。

　
§
§
ミ
議
遷
と
い
う
語
の
起
源
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
こ
で
の
政
治
形
態
を
東
洋
的
専
制
君
主
体
制
下
に
お
け
る
そ
れ
と

対
比
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
氏
に
よ
れ
ば
、
独
裁
制
§
§
ミ
窺
ミ

と
貴
族
制
§
、
§
o
ミ
、
§
鴇
を
異
な
る
政
態
と
し
て
把
握
し
、
独
裁
制
は
貴
族

制
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
政
治
過
程
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
中
国
を
対

比
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
暴
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
は
、
中
国
の
よ
う
な
官
僚

制
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
独
裁
者
の
存
在
形
態
も
中
圏
と
は
ず
い
ぶ
ん

相
違
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
君
主
権
力
強
化
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
を
推
進
し
た
中
国
の
皇

帝
に
対
す
る
呼
称
と
な
れ
ば
や
は
り
〈
独
裁
君
主
或
い
は
専
制
君
主
〉
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
聞
題
は
こ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
独
裁
君
主
の
実
態

で
あ
る
。
氏
の
理
解
で
は
君
主
が
宰
相
権
力
を
嗣
弱
し
、
貴
族
を
抑
圧
す
る

こ
と
を
独
裁
権
の
強
化
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
は
筆
者
も
異
存
は
な

い
。
但
、
氏
は
中
国
に
於
い
て
貴
族
制
が
衰
退
し
、
君
主
独
裁
権
が
政
治
・

社
会
構
造
の
面
で
強
化
さ
れ
て
く
る
宋
以
降
の
独
裁
制
に
つ
い
て
の
認
識
が

あ
い
ま
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
の
中
国
独
裁
制
に
つ
い

て
の
認
識
に
は
、
や
や
超
歴
史
的
な
点
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
国
独
裁

政
治
は
中
国
社
会
・
経
済
構
造
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
構

造
を
十
分
検
討
し
た
上
で
各
時
代
の
独
裁
政
治
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〔
第
二
部
　
独
裁
者
の
形
成
〕

　
第
二
章
　
雍
正
帝
の
性
格

　
こ
こ
で
は
帝
の
幼
年
時
代
の
家
族
環
境
が
そ
の
性
格
を
形
成
し
、
そ
れ
が

彼
の
独
裁
政
治
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
彼
の
生

母
は
貴
族
出
身
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
他
の
皇
后
に
く
ら
べ
て
不
遇
で
あ
っ

た
こ
と
、
こ
こ
か
ら
雍
正
帝
は
憂
灘
に
し
て
孤
独
な
少
年
時
代
を
過
し
た
。

彼
に
と
っ
て
は
こ
の
環
境
が
劣
等
感
を
発
達
さ
せ
た
が
、
そ
れ
が
逆
に
他
の

兄
弟
よ
り
ぬ
き
ん
で
た
い
と
い
う
野
望
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た

彼
の
他
人
に
対
す
る
嫉
妬
心
・
猜
疑
心
の
強
い
性
格
も
、
こ
の
よ
う
な
環
境

の
中
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
。
彼
は
容
易
に
他
人
を
信
用
し
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
即
位
後
、
彼
が
ご
く
少
数
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
官
僚
を
信
任
し
な

か
っ
た
こ
と
、
ま
た
自
分
と
意
見
の
合
わ
な
い
官
僚
を
容
赦
な
く
罰
し
た
の

も
こ
の
よ
う
な
性
格
に
起
因
し
て
い
る
。
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次
に
彼
の
ミ
魯
8
讐
が
、
帝
の
独
裁
政
治
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と

い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
ミ
8
ご
塾
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
雍
正
帝
の

ミ
塁
ご
塾
は
幽
遠
の
伝
統
約
哲
学
で
あ
る
儒
家
・
法
家
・
道
教
・
禅
宗
な
ど

を
都
合
よ
く
利
用
し
て
、
そ
の
統
治
哲
学
を
創
造
し
た
と
考
え
る
。
儒
家
に

於
て
は
朱
子
学
に
お
け
る
孝
経
の
思
想
を
重
視
し
、
そ
れ
を
独
裁
政
治
の
道

具
と
し
、
法
家
に
於
て
は
、
公
、
器
識
聴
込
馬
嶋
§
ミ
随
中
鳩
ミ
§
の
コ
一
大

原
理
に
よ
る
法
治
主
義
を
遂
行
し
た
。
ま
た
広
大
な
民
衆
を
統
治
す
る
必
要

上
、
民
衆
と
の
結
び
つ
き
の
深
い
道
教
・
仏
教
思
想
も
尊
重
し
た
。

　
以
上
が
こ
の
章
の
要
約
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
氏
が
雍
正
距
の
生
育
歴
や
性

格
が
、
そ
の
独
裁
政
治
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
感
想
を
の

べ
よ
う
。
一
般
に
ア
メ
リ
カ
史
学
の
一
つ
の
傾
向
と
し
て
人
物
史
研
究
に
は
、

し
ば
し
ば
そ
の
生
育
歴
や
意
識
構
造
の
も
つ
意
義
を
過
大
評
価
す
る
面
が
あ

り
、
氏
の
研
究
も
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
聞
題
は
人
物
史
を
解
明
す
る
場
合
に
用
い
る
図
式
を
、
氏
の
問
題
と

さ
れ
る
独
裁
政
治
構
造
解
明
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
の

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
こ
こ
で
は
氏
の
叙
述
の
後
半
の
部
分
で
あ
る

独
裁
政
治
を
支
え
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
雍

潮
紅
は
官
僚
に
対
し
て
公
を
求
め
私
を
斥
け
た
。
こ
こ
で
帝
の
説
く
公
の
概

念
と
は
、
霧
父
に
対
す
る
忠
で
あ
り
誠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
法
家
で
い
う
公

正
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
こ
こ
に
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
一
君
万
民

の
概
念
と
、
法
家
に
よ
る
遵
法
主
義
と
が
融
和
し
て
い
る
。
か
く
し
て
雍
正

身
の
統
治
哲
学
を
作
り
あ
げ
た
要
因
は
、
帝
の
個
人
的
性
格
に
き
す
よ
り
も
、

宋
以
降
に
お
け
る
独
裁
権
力
形
成
の
過
程
を
通
じ
て
著
わ
れ
た
統
治
哲
学
の

中
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
第
三
章
　
皇
位
へ
の
道

　
こ
こ
で
は
ま
ず
康
熈
末
年
の
帝
位
後
継
者
相
続
争
い
の
経
過
を
の
べ
て
い

る
。
こ
こ
で
氏
は
従
来
中
西
学
看
が
、
聖
極
・
世
宗
実
録
の
内
容
に
矛
盾
が

あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
雍
正
帝
の
即
位
に
疑
間
を
も
ち
、
そ
れ
が
陰
謀
に
よ
っ

て
実
現
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
隆
科
多
・
年
菱
尭
を
、

雪
颪
帝
は
、
即
位
後
憂
著
し
た
と
い
う
解
釈
を
取
る
の
を
批
判
し
て
い
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
各
書
記
載
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
不
合
法

な
嗣
統
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
し
、
従
っ
て
隠
緯
の
事
実
は
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
歪
面
帝
が
即
位
に
成
功
し
た
の
は
、
凡
て
彼
の
策
略
無
悉
“
馬
讐
に
よ

る
と
い
う
。
そ
の
策
略
と
は
、
雍
正
帝
は
ま
ず
皇
位
継
承
の
闘
争
の
混
乱
の

中
で
は
自
ら
を
守
り
、
競
争
桐
手
が
脱
落
す
る
中
で
登
場
し
、
康
熈
帝
に
対

し
て
孝
悌
の
道
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
歓
心
を
得
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
策
略
を
用
い
る
際
に
は
、
凡
て
秘
密
主
義
を
厳
守
し
て
い
た

と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
匡
正
帝
が
大
統
を
讃
如
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
未
だ
に

謎
の
部
分
が
多
い
。
だ
か
ら
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
謎
を
と
く
鍵
は
、
一
つ
は
よ
り
実
証
的
な
資
料
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
吾
々
は
荘
吉
発
氏
を
中
心
と
す
る
中
国
の
学
者
に
期
待

し
た
い
。
本
書
を
批
評
さ
れ
た
荘
告
発
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
祖
廃
儲
や
世

宗
嗣
統
の
由
来
に
つ
い
て
の
甚
だ
価
値
の
高
い
資
料
（
満
漢
文
起
居
注
冊
・

朝
鮮
官
書
及
び
雍
正
朝
宮
中
櫨
不
録
奏
摺
等
々
）
が
続
々
公
表
さ
れ
つ
つ
あ

る
の
で
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
、
事
実
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
と
あ
る
。

（
食
貨
復
刊
第
五
巻
、
第
八
期
、
評
介
黄
塗
扇
『
雍
正
特
代
的
猫
裁
政
治
』
）

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
嚇
実
問
題
は
置
い
て
お
い
て
、
た
だ
吾
々
と
し
て
は
、

著
者
が
雍
正
即
位
の
事
情
を
策
略
と
か
秘
密
と
か
い
う
帝
個
人
の
処
世
術
の
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み
で
説
明
し
て
い
る
燕
は
納
得
し
が
た
い
。
氏
は
そ
の
策
略
が
道
家
に
基
づ

く
原
理
に
よ
っ
て
い
る
と
言
う
が
、
儲
位
の
方
式
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と

い
う
こ
と
は
王
朝
国
家
に
と
っ
て
は
尤
も
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
氏
も
ふ
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
清
朝
建
国
以
来
た

え
ま
な
か
っ
た
宗
族
内
部
の
帝
位
を
め
ぐ
る
相
続
争
い
が
、
雍
正
朝
に
な
っ

て
終
止
符
が
う
た
れ
、
太
子
密
建
法
が
成
立
し
た
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
こ

そ
肝
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
族
の
共
同
統
治
の
部
族
様
式
を
遺
産
と
し
て

継
承
し
て
い
た
清
朝
が
、
こ
こ
に
名
実
共
に
中
国
式
皇
位
世
襲
様
式
を
確
立

し
た
点
に
歴
史
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

儲
位
に
際
し
て
の
雍
正
帝
個
人
の
能
力
や
処
世
術
は
、
寧
ろ
副
次
的
な
要
素

で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
　
権
力
の
構
築

　
氏
は
こ
こ
で
統
治
者
ミ
N
ミ
と
恥
ミ
・
・
恥
（
ミ
軌
道
。
ミ
ミ
角
1
1
満
州
貴
族
、

驚
ミ
馬
§
購
ミ
ミ
毎
1
1
官
僚
）
間
の
闘
争
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
統

治
者
は
貴
族
・
官
僚
集
団
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
あ
っ
て
そ
の
地
位
の

維
持
に
つ
と
め
、
貴
族
・
官
僚
は
、
し
ぼ
し
ば
欄
人
的
利
益
を
追
求
す
る
た

め
に
統
治
者
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
両
者
の
政
治
的
立
場
の
相

違
が
、
闘
争
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
エ
リ
ー
ト
は
朋
党
偽
N
§
ミ

を
作
っ
て
そ
の
要
求
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
、
統
治
者
は
権
力
を
自
己
に
集
中

す
る
凡
ゆ
る
試
み
を
行
な
う
が
、
こ
の
よ
う
な
闘
争
は
独
裁
政
治
成
立
以
来
、

常
に
繰
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
氏
は
整
正
期
の
朋

党
を
三
都
に
分
け
て
説
明
す
る
。
θ
は
宗
室
の
朋
党
、
㊤
は
外
戚
の
朋
党
、

㊥
は
官
僚
の
朋
党
で
あ
る
。
こ
の
内
e
、
㊤
は
貴
族
階
級
に
属
し
世
襲
の
頭

街
と
重
要
官
職
を
擁
有
し
て
い
る
か
ら
強
力
で
あ
る
。
特
に
θ
は
帝
権
に
と

っ
て
は
尤
も
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
㊤
は
科
挙
出
身
者
で

世
襲
で
な
く
力
量
は
弱
い
。
彼
等
は
帝
権
生
長
に
寄
与
し
そ
の
基
底
と
な
っ

た
が
、
但
し
彼
等
が
私
利
私
欲
を
追
求
す
る
と
、
そ
の
点
で
皇
帝
の
権
益
と

衝
突
し
抑
圧
さ
れ
た
と
の
べ
、
そ
の
例
と
し
て
氏
は
雍
正
三
年
断
罪
さ
せ
ら

れ
た
年
悪
騒
の
朋
党
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

　
次
に
氏
は
雍
正
帝
の
朋
党
抑
制
策
の
原
則
に
つ
い
て
、
ま
ず
康
煕
帝
の
そ

れ
と
対
比
し
て
説
明
す
る
。
康
照
帝
の
場
合
は
、
朋
党
抑
制
の
理
由
が
、
相

対
立
す
る
官
僚
集
団
間
の
バ
ラ
ン
ス
維
持
と
い
う
戦
略
上
の
問
題
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
批
正
帝
の
場
合
は
、
典
型
的
な
法
家
主
義
の
原
則
に
立
っ
て
帝

権
強
化
の
妨
害
と
な
る
派
閥
を
抑
制
す
る
政
策
を
遂
行
し
た
。
そ
れ
が
「
御

製
朋
党
論
」
を
始
め
と
す
る
一
連
の
法
令
で
あ
る
。
こ
の
法
令
の
意
図
は
帝

権
に
お
け
る
正
統
主
義
鳶
鷺
識
§
§
黛
と
順
応
主
義
8
9
菩
ミ
鼠
婁
の
二
大
原

則
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
雍
正
帝
の
場
合
は
、
朋
党
を
撲
減
し
、

皇
帝
独
裁
権
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
治
政
の
目
標
で
あ
っ
た
と

い
う
。

　
こ
の
章
に
お
け
る
氏
の
論
述
は
甚
だ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
や
は
り

二
・
三
の
疑
問
点
が
残
る
。
そ
の
一
つ
は
、
　
（
独
裁
）
君
主
権
確
立
以
後
に

み
ら
れ
た
朋
党
と
、
雍
正
期
の
そ
れ
と
の
対
比
が
今
一
つ
明
ら
か
で
な
い
。

例
え
ば
聖
代
に
お
け
る
牛
李
の
朋
党
ま
た
宋
代
に
お
け
る
新
旧
両
党
の
朋
党

聞
題
と
、
雍
正
期
の
そ
れ
と
の
相
違
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
隼
李
や
新
旧
両
派
の
朋
党
の
場
合
は
、
官
僚
間
の
闘
争
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
が
政
策
論
争
に
係
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
雍
正
期
の

朋
党
問
題
は
、
皇
帝
権
と
宗
族
・
貴
族
・
官
僚
の
行
政
権
と
の
利
害
対
立
が

焦
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
肩
甲
帝
が
「
御
製
朋
党
論
」
で
何
故
、
欧

陽
修
の
朋
党
論
を
批
判
し
た
か
と
い
う
意
義
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
自

ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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次
に
氏
が
宜
僚
集
団
の
朋
党
と
し
て
、
年
嚢
尭
の
そ
れ
を
重
視
さ
れ
て
い

る
点
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
発
生
し
た
官
僚
の
朋
党
一
す
な
わ

ち
藥
堤
・
酢
豚
・
謝
済
世
の
朋
党
等
　
　
に
つ
き
一
行
も
ふ
れ
て
い
ら
れ
な

い
の
は
解
し
が
た
い
。
察
誕
は
年
輩
発
に
排
斥
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ

の
彼
を
雍
正
写
は
年
愛
発
断
罪
の
一
番
手
と
し
て
利
用
し
、
耳
糸
発
失
脚
後

は
、
そ
の
藥
麗
も
ま
た
朋
党
を
結
成
し
た
と
い
う
理
由
で
断
罪
さ
れ
失
脚
し

た
。
こ
の
雍
正
帝
の
徹
底
し
た
朋
党
抑
圧
の
経
過
を
十
分
に
解
明
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
官
僚
朋
党
の
問
題
の
本
質
は
理
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
吾
々

の
理
鰹
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
官
僚
朋
党
抑
圧
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
そ

れ
が
封
建
論
と
結
び
つ
く
危
険
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
雍
正
七
年
、

陸
生
柚
が
「
封
建
論
」
を
著
し
て
弾
劾
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
彼
が
　
察
麗
グ

ル
；
プ
の
御
史
謝
済
世
と
同
省
出
身
で
あ
り
、
相
互
の
連
絡
が
あ
っ
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
一
例
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
封
建
論
」
こ

そ
君
主
独
裁
制
に
相
反
す
る
理
念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
第
三
部
　
独
裁
機
構
に
つ
い
て
〕

　
第
五
章
　
御
史
組
織
G
§
8
嵐
ミ
最
善
蕊
の
弱
体
化

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
御
史
と
逸
事
中
の
合
併
の
意
義
を
考
察
し
て
い
る
。
清

朝
は
最
初
明
代
の
旧
制
を
継
承
し
、
御
史
組
織
と
し
て
の
御
史
と
給
七
道
を

併
存
し
て
い
た
。
従
来
御
史
は
皇
帝
の
過
葱
に
対
し
て
直
諌
し
た
り
、
官
僚

の
失
政
に
対
し
て
弾
劾
し
た
り
す
る
職
責
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
職
責
上
、

御
史
機
関
は
、
給
事
中
（
諌
官
）
と
御
史
（
言
官
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

　
尤
も
御
史
機
関
以
外
の
他
の
諸
官
庁
に
所
属
す
る
官
僚
に
も
直
諌
と
弾
劾

の
権
利
を
認
め
て
い
た
か
ら
こ
の
権
利
に
関
す
る
御
史
官
庁
と
他
の
官
庁
と

の
差
違
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
し
か
も
御
史
の
直
諫
も
弾
劾
も
皇
帝
の
承

認
な
し
に
は
、
そ
の
効
力
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
権
限
は
そ
れ

ほ
ど
強
力
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
た
だ
給
事
中
に
は
、
制
軟
に
対
す
る
覆

奏
・
封
上
等
の
権
限
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
帝
権
を
脅
や
か
す
存
在
に
な

る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
藁
囲
帝
は
制
度
上
に
於
い
て
も
そ
の

危
虞
を
取
り
除
く
必
要
上
、
群
鶴
給
難
中
を
悪
態
院
に
改
激
し
、
そ
の
権
限

を
消
滅
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
変
え
る
に
奏
摺
制
度
博
ミ
§
馬
§
馬
§
o
蕊
ミ

竜
§
ミ
を
十
分
に
活
用
し
、
ま
た
そ
の
耳
目
（
待
衛
）
を
全
国
に
遍
布
し
て

皇
帝
権
の
強
化
を
完
成
し
た
。
こ
の
奏
摺
政
治
の
役
割
を
分
析
す
る
と
、
e

御
史
制
度
を
有
名
無
実
に
す
る
最
も
効
果
的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
。
す
な
わ

ち
奏
摺
制
度
に
よ
り
、
御
史
の
権
限
は
支
離
滅
裂
と
な
っ
た
。
そ
の
例
と
し

て
、
御
史
権
を
活
用
し
て
毛
質
帝
の
腹
心
の
部
下
で
あ
っ
た
田
文
鏡
を
弾
劾

し
た
御
史
謝
済
世
が
、
逆
に
皇
帝
権
へ
の
挑
戦
と
し
て
受
け
と
ら
れ
罰
せ
ら

れ
た
。
こ
こ
か
ら
御
史
層
は
厳
刑
を
恐
れ
て
弾
劾
し
な
く
な
り
、
そ
の
機
能

は
停
滞
し
た
。
㊤
は
皇
帝
が
官
僚
を
統
制
す
る
有
効
な
道
具
と
し
て
の
機
能

を
有
し
て
い
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
こ
の
制
度
採
用
後
、
官
僚
間
に
相
互
疑
心

の
雰
囲
気
が
生
じ
、
一
致
し
て
独
裁
者
に
反
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ

た
こ
と
、
㊧
地
方
権
力
の
勃
興
を
不
可
能
に
し
た
し
、
帝
権
へ
の
潜
在
的
な

脅
迫
を
除
去
し
た
こ
と
。
＠
中
央
の
決
議
を
便
利
に
し
、
行
政
効
果
を
高
め

た
こ
と
。
皇
帝
は
各
地
方
か
ら
の
奏
摺
に
よ
り
、
凡
ゆ
る
種
類
の
情
報
を
集

め
る
こ
と
が
出
来
、
政
策
決
定
を
容
易
に
し
た
こ
と
。

　
か
く
し
て
奏
摺
制
度
は
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
機
密
行
政
伝
達
機
関
§
㌢

、
叙
§
織
ミ
§
9
ミ
O
o
ミ
｝
ミ
ミ
罫
識
§
の
最
高
に
し
て
尤
も
高
い
段
階
に
な

っ
た
と
い
う
。

　
さ
て
こ
の
章
の
最
大
の
問
題
点
は
、
雍
亡
帝
が
そ
の
独
裁
権
を
確
立
す
る

た
め
に
御
史
の
権
限
を
縮
少
し
、
代
り
に
奏
摺
政
治
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
凡
て
の
官
僚
に
御
史
の
任
務
を
遂
行
さ
せ
た
と
い
う
氏
の
指
摘
で
あ
る
。

（300） 136



口書

こ
れ
は
甚
だ
示
唆
に
富
む
見
解
で
は
あ
る
が
、
是
認
で
き
な
い
面
も
あ
る
。

諌
官
で
あ
る
高
科
細
事
中
を
都
察
院
に
童
女
し
て
言
官
一
本
に
統
一
し
た
雍

薄
墨
の
意
図
は
、
①
は
官
僚
の
皇
帝
へ
の
批
判
は
一
切
容
認
し
な
い
こ
と
㊤

は
官
僚
同
志
の
相
互
摘
発
は
、
官
僚
統
制
上
寧
ろ
利
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

雍
正
正
の
科
道
官
に
対
す
る
最
三
に
わ
た
る
職
責
遂
行
へ
の
諭
旨
は
、
御
史

の
弱
体
化
を
図
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
捌
度
の
完
全
運
用
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
雍
正
写
は
奏
摺
制
度
そ
の
も
の
も
無
制
限
に
拡
大
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
黒
本
と
並
行
し
て
用
い
ん
と
し
て
い
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
政
策
実
施
に
当
っ
て
は
官
僚
は
批
諭
を
奉
到
し
た
後
、
男
に

題
本
を
具
奏
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
　
（
荘
告
発
氏
前
掲
の
論
文
）

　
第
六
章
　
独
裁
組
織
の
新
制
度
i
軍
機
処
O
ミ
や
ミ
G
o
§
＆
磯
i

　
一
般
に
史
家
は
軍
機
処
設
立
の
主
要
原
因
を
、
対
ジ
ュ
ン
ガ
ル
戦
争
に
際

し
て
の
軍
－
需
簿
辮
に
求
め
て
い
る
が
、
馬
は
そ
れ
に
は
賛
成
し
な
い
。
氏

に
よ
れ
ば
、
軍
機
処
は
独
裁
君
主
が
腹
心
の
友
の
援
助
で
も
っ
て
個
人
統
治

を
実
行
す
る
機
関
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
は
漢
の
武

帝
の
内
朝
に
蹴
り
得
る
と
い
う
。
そ
し
て
康
煕
年
間
の
南
書
房
の
。
ミ
ぎ
§

N
ミ
特
ミ
帖
ミ
的
ミ
§
こ
そ
軍
機
処
成
立
前
に
存
在
し
た
権
勢
の
内
朝
で
あ
っ
た
。

但
し
南
書
房
は
、
文
学
上
の
業
績
を
重
視
す
る
点
や
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
胤

襖
等
に
趨
附
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
雍
正
野
は
こ
れ
を
謙
っ
て
軍
機
処

を
設
立
し
た
。
こ
こ
か
ら
軍
機
処
は
一
種
の
非
公
式
な
額
外
組
織
で
あ
り
、

軍
機
大
雛
は
皇
帝
の
私
人
秘
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
軍
機
処
の
尤
も
重
要
な
機

能
は
、
法
令
を
起
草
す
る
こ
と
、
皇
帝
の
訓
令
や
記
録
を
伝
達
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
次
に
内
閣
大
学
士
曾
§
ミ
い
ミ
ミ
ミ
、
馬
ミ
と
の
関
係
を
み
る
と
、

両
者
は
併
存
の
形
態
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
伝
統
を
有
す
る
内
閣

大
学
士
を
残
存
さ
せ
つ
つ
軍
機
処
の
権
限
を
発
揮
せ
し
め
両
者
の
制
度
的
パ

ラ
ソ
ス
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
軍
機
処
は
御
史
の
監
督
を
受
け

な
か
っ
た
し
、
奏
摺
政
治
を
こ
え
る
権
威
を
与
え
ら
れ
た
。

　
以
上
氏
は
、
軍
機
処
成
立
を
原
則
的
に
雍
正
朝
の
政
治
的
発
展
に
よ
る
必

然
の
産
物
と
み
な
し
、
従
来
の
史
家
の
よ
う
な
軍
事
的
必
要
説
を
取
ら
な
い
。

こ
の
氏
の
見
解
に
筆
者
は
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
。
荘
氏
は
雍
正
正
は
胤

祥
・
那
爾
泰
等
の
心
腹
の
人
を
信
任
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
軍
機
処
の
機
構

で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
ら
れ
る
が
、
設
立
の
動
機
・
機
構
は
ど
う
あ
れ
軍

機
処
が
其
後
の
清
朝
政
治
構
造
上
に
占
め
た
位
置
か
ら
判
断
す
れ
ば
軍
機
処

政
治
発
展
説
は
一
応
妥
嶺
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
章
　
八
旗
制
度
b
σ
ミ
§
ミ
砂
無
恥
ミ
の
官
僚
化

　
氏
に
よ
れ
ば
八
尋
制
度
は
本
来
官
僚
的
・
封
建
的
・
氏
族
的
要
素
を
結
び

つ
け
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
の
官
僚
化
を
推
進
し
た
の
が

雍
正
帝
で
あ
る
と
い
う
。

　
帝
が
義
旗
の
官
僚
化
を
試
み
た
理
由
は
、
衰
退
し
始
め
た
八
勝
制
の
再
建

を
官
僚
化
の
過
程
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
八
旗
制
の
衰
退
は
、
旗
人
の

経
済
条
件
の
悪
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
雍
正
妻
は
旗
人
の
公
共
精
神
の
衰

退
が
そ
の
経
済
条
件
を
悪
化
さ
せ
た
と
の
観
点
か
ら
一
連
の
八
旗
救
済
策
を

実
施
し
て
そ
の
生
活
を
改
良
す
る
と
共
に
、
公
共
組
織
を
通
じ
て
公
共
精
神

を
吹
き
こ
も
う
と
試
み
た
。
ま
た
帝
は
八
旗
魚
の
基
礎
単
位
で
あ
る
佐
領

の
改
革
を
行
な
い
、
諸
皇
子
所
領
の
佐
領
を
分
割
し
て
公
中
佐
領
臆
§
8

§
愚
§
黛
と
し
、
公
中
佐
領
と
隔
旗
主
を
永
久
に
分
離
し
た
。
そ
れ
と
共

に
諸
皇
子
の
各
種
封
建
的
特
権
を
も
免
除
し
て
、
親
信
兄
弟
を
改
任
し
て
都

統
と
し
た
。
そ
の
他
、
法
令
の
整
備
、
監
察
制
度
の
建
立
、
旗
人
教
育
の
強

化
等
は
、
凡
て
口
演
制
度
の
官
僚
化
等
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
雍
正

帝
の
八
旗
制
度
改
革
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
旗
人
の
物
質
的
・
文
化
的
堕
落
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を
調
整
す
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
が
、
そ
の
制
度
の
官
僚
化
へ
の
試
み
、
す

な
わ
ち
貴
族
の
権
限
を
縮
少
し
て
皇
帝
の
独
裁
権
を
強
化
す
る
こ
と
に
は
成

功
し
た
と
い
う
の
が
こ
の
章
の
結
論
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
章
に
お
け
る
氏
の
考
察
に
は
異
存
は
な
い
。
た
だ
氏
が
普
選
制

の
改
革
の
み
に
焦
点
を
あ
て
て
、
緑
営
軍
制
に
つ
い
て
一
行
も
触
れ
て
い
ら

れ
な
い
の
は
理
解
し
が
た
い
。
何
故
な
ら
ば
雍
正
帝
が
、
集
権
的
官
僚
国
家

を
維
持
す
る
た
め
、
尤
も
尽
力
し
た
の
は
八
旗
軍
の
再
建
と
共
に
緑
営
軍
の

整
備
で
あ
っ
た
。
征
服
王
朝
で
あ
る
清
朝
が
中
国
全
土
を
統
一
し
た
暗
、

そ
こ
を
支
配
す
る
軍
事
機
構
は
八
旗
軍
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
旧
明
軍

隊
の
系
譜
を
ひ
く
緑
営
軍
を
整
備
編
成
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
緑
営
軍
に
於
い
て
も
独
裁
君
主
制
に
寄
与
す
る
軍

制
に
改
編
す
る
た
め
官
僚
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
点
を
晃
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。

〔
第
四
部
　
独
裁
支
配
の
効
果
〕

　
第
八
章
か
ら
第
十
章
ま
で
は
世
宗
の
統
治
が
士
人
・
民
人
・
少
数
民
族
に

い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。

　
第
八
章
　
文
人
。
こ
こ
で
は
樵
宗
の
文
教
政
策
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

世
宗
は
程
朱
の
学
を
提
唱
し
て
思
想
を
統
一
し
、
同
時
に
ま
た
文
字
の
獄
に

よ
り
文
人
を
脅
迫
し
た
が
、
そ
れ
は
凡
て
君
権
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
し
て
文
字
の
獄
に
は
θ
朋
党
と
係
り
あ
る
も
の
◎
忌
誰
と
係
り

あ
る
も
の
◎
反
満
思
想
及
び
行
動
と
係
り
あ
る
も
の
、
の
三
類
に
分
け
て
説

明
し
て
い
る
。

　
第
九
章
　
こ
の
蒋
代
の
平
民
。
こ
こ
で
は
雍
正
時
代
の
平
民
は
順
治
・
康

熈
時
代
に
比
べ
て
生
活
の
向
上
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
世
宗
の

平
民
対
策
に
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
e
は
賎
民
鷺
§
鳶
ミ
．
、
｝
§
§
、
、
の

原
籍
を
剛
除
す
る
こ
と
に
よ
り
賎
民
の
解
放
を
行
な
っ
た
こ
と
。
◎
は
河
川

保
護
・
荒
地
開
墾
・
水
利
灌
概
・
河
工
整
頓
等
々
の
国
家
的
事
業
を
推
進
す

る
こ
と
に
よ
り
平
民
の
福
利
を
改
善
し
た
こ
と
。
㊧
は
火
耗
ミ
ミ
霞
鷹
瀞
馬

糧
公
お
よ
び
地
丁
併
徴
な
ど
の
賦
税
改
革
を
行
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
改
革
の
意
図
は
、
豪
強
劣
紳
の
私
利
を
抑
制
す
る
こ
と
に

よ
り
、
無
地
の
貧
民
、
小
商
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
改
革
の
結
果
、
国
内
商
業
は
発
展
し
、
経
済
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
と
い

b
つ
。

　
こ
こ
で
氏
は
雍
正
帝
の
対
民
政
策
は
罠
生
の
安
定
（
福
祉
）
面
に
お
い
て

効
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
於
い
て
も
耗
寒
帰
公
に

み
ら
れ
る
雍
潮
雲
の
施
策
が
、
薪
た
な
弊
害
を
生
み
民
生
を
圧
迫
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
点
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
。
　
（
荘
氏
箭
掲
の
書
に
も
指
摘
）

雍
正
帝
は
官
僚
に
公
廉
を
要
求
し
、
地
方
郷
紳
N
8
ミ
鷺
ミ
鳶
に
は
権
力
と

農
民
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
一
連
の
行
政
改
革
を

行
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
真
正
帝
の
施
策
に
も
拘
ら

ず
郷
村
社
会
構
造
の
中
に
生
じ
た
種
々
の
矛
盾
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
雍
正
帝
の
善
政
の
み
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
問
題
の
本
質

が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
第
十
章
　
少
数
民
族
間
題
　
苗
族
・
猫
族
・
課
課
族
。

　
西
南
各
省
の
こ
れ
ら
少
数
民
族
に
は
土
司
制
度
ミ
、
♂
ミ
書
ミ
ミ
§
遷
㍗

鳳
馬
ミ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
独
裁
君
主
政
治
と
互
い
に
相
抵
触
し
、

朝
廷
の
利
益
に
違
背
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
雍
正
帝
は
改
土
合
流
に

よ
り
土
司
の
も
つ
特
権
を
回
収
し
、
清
朝
政
権
の
管
轄
下
に
入
れ
た
。
こ
の

盛
土
帰
流
に
よ
り
清
朝
は
開
墾
地
の
増
大
・
底
心
鉱
の
開
採
な
ど
が
可
能
と

な
っ
た
。
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評書

　
こ
こ
で
氏
は
全
土
帰
馬
の
推
進
者
を
邪
爾
泰
に
帰
し
て
い
る
が
、
荘
氏
に

よ
れ
ば
、
既
に
康
熈
年
間
に
早
撃
総
督
高
其
偉
が
こ
の
政
策
を
行
な
っ
て
い

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
氏
は
改
土
馬
流
に
よ
り
薪
た
に
生
じ
た
民
族

問
題
i
す
な
わ
ち
漢
民
族
の
移
住
に
よ
る
少
数
民
族
と
の
あ
つ
れ
き
が
発

生
し
、
こ
れ
が
清
末
政
治
史
の
重
要
課
題
と
な
っ
た
点
に
は
ふ
れ
て
い
ら
れ

な
い
が
、
こ
れ
は
今
後
の
展
望
と
し
て
述
べ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
第
十
一
章
　
結
論
で
氏
は
、
雍
正
長
は
在
位
こ
そ
短
か
か
っ
た
が
、
中
国

史
上
最
も
有
能
に
し
て
、
成
功
し
た
独
裁
統
治
者
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
永

遠
で
あ
っ
た
と
結
ぼ
れ
る
。

　
最
後
に
本
書
を
通
読
し
て
の
感
想
を
述
べ
よ
う
。
こ
れ
ま
で
雲
泥
隣
代
を

凡
ゆ
る
角
度
か
ら
総
合
的
に
研
究
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
こ

れ
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
た
著
者
の
研
究
は
価
値
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
著

者
が
雍
正
史
を
研
究
す
る
に
際
し
て
こ
れ
ま
で
の
各
国
の
研
究
業
績
を
検
討

さ
れ
て
こ
の
研
究
に
生
か
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
誌
は
た
だ
単
な
る

実
証
や
独
断
に
終
ら
ず
、
国
際
学
界
に
共
通
の
研
究
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。

特
に
粗
描
は
故
安
部
博
士
や
宮
崎
博
士
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
京

都
大
学
識
正
殊
批
論
旨
研
究
班
の
成
果
に
注
躍
さ
れ
、
こ
こ
で
の
研
究
を
本

論
構
成
に
存
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
日
本
に
お
け
る
嘉
月
殊

批
諭
旨
研
究
は
、
国
際
学
界
に
お
け
る
雍
正
史
研
究
の
先
鞭
と
な
っ
た
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
も
し
著
者
が
臼
本
に
お
け
る
研
究
成
果
を
よ
り
広
く
参
酌

さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
現
在
日
本
の
学
界
で
論
争
中
で
あ
る
春
画
期
に
お

け
る
地
丁
銀
制
成
立
或
い
は
郷
多
多
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
社
会
経
済

史
研
究
に
も
注
目
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
他
の
章
に
較
べ
て
、
黄
老
の

第
九
章
論
述
が
や
や
精
さ
い
を
欠
く
の
も
、
著
者
の
長
軸
論
に
つ
い
て
の
認

識
が
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
雍
正
時

代
が
独
裁
権
力
の
完
成
期
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
独
裁
権
力
構
造

に
対
応
す
る
社
会
経
済
構
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
の

認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
と
く
鍵
と
し
て
郷
紳
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
最
近
は
郷
紳
論
だ
け
で
も
そ
の
社
会
経
済
の
実
態
は
解
…

明
で
き
な
い
の
で
、
更
に
農
民
の
小
経
営
の
分
析
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
今

後
こ
れ
ら
の
研
究
業
績
を
も
検
討
さ
れ
、
著
者
の
研
究
が
よ
り
一
層
深
め
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
薄
野
」

　
ア
メ
リ
カ
で
黄
培
氏
に
み
ら
れ
る
清
朝
独
裁
君
主
制
の
研
究
が
活
発
に
な

り
始
め
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
前
提
と

し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
　
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
に
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ゲ
ル
の

「
東
洋
的
風
雲
」
に
み
ら
れ
る
超
時
代
史
的
な
中
国
認
識
に
つ
い
て
の
批
判

が
始
ま
り
、
君
主
制
・
官
僚
制
に
於
い
て
も
各
時
代
の
特
徴
を
な
る
べ
く
具

体
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
み
ら
れ
た
。
清
代
に
お
け
る
官
僚
制
研

究
と
し
て
は
〔
6
げ
O
白
蔓
｝
冨
⑦
誌
窪
目
・
§
馬
さ
四
“
ミ
詮
ミ
O
薦
§
蹄
ミ
帖
§

ミ
G
｝
、
§
頓
切
ミ
鴨
§
ヘ
ミ
§
黛
〕
が
著
名
で
あ
る
。
こ
の
官
僚
制
研
究
と
並
行

し
て
譜
代
独
裁
君
主
制
研
究
が
脚
光
を
あ
び
て
く
る
が
、
そ
の
成
果
の
一
つ

が
〔
｝
露
暮
げ
磐
∪
■
ω
忘
8
Φ
”
§
、
§
峯
§
§
織
渓
、
§
咋
詳
帖
箏
尋
ミ
ミ

（
く
ρ
一
Φ
　
　
一
〇
①
O
　
　
　
　
博
）
〕
で
あ
る
。
毒
言
は
こ
の
著
で
江
楼
夢
の
著
者
曹
揺
の
祖
父

で
あ
る
曹
寅
が
、
康
煕
帝
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
溝
朝
の
江
南
支
配
に
い
か
に

貢
献
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
論
述
し
て
い
る
。
ま
た
ス
ペ
ソ
ス
氏
に
は
、

〔
奪
愚
ミ
ミ
ミ
9
噛
§
”
留
燦
㌧
ミ
“
簑
躊
ミ
勾
、
§
嘩
謀
凡
（
図
き
覧
、
お
鳶
）
〕

な
る
論
著
も
あ
り
、
康
煕
帝
の
人
物
像
に
焦
点
を
あ
て
て
そ
の
独
裁
者
と
し

て
の
心
理
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
〔
缶
錠
。
δ
U
■
囚
替
昌
”
宰
§
噛
§
§
ミ

§
導
馬
奪
愚
ミ
ミ
．
的
婁
覇
（
甲
H
ρ
巴
く
ρ
同
へ
【
　
糧
⑫
¶
μ
　
　
　
　
　
　
　
》
）
〕
な
る
論
著
が
公
表
さ
れ
、
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独
裁
暑
主
乾
隆
帝
の
治
政
を
詳
細
に
研
究
し
た
。
こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、

康
熈
－
雍
正
一
乾
隆
三
代
に
わ
た
る
清
朝
独
裁
権
力
構
造
に
つ
い
て
の
研
究

が
出
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
。
概
し
て
ア
メ
リ
カ
の
清
朝
史
研
究
は
、
独
裁
制

・
官
僚
制
に
焦
点
を
す
え
、
権
力
構
造
の
実
態
を
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
個
々
の
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
に
は
差
異
が
あ
り
個
別
研
究
の

域
を
出
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
個
別
研
究
の
中
か
ら
問
題
を

整
理
し
て
、
実
証
的
研
究
を
深
め
つ
つ
、
清
朝
集
権
的
官
僚
制
の
全
体
像
を

掘
罪
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
尚
こ
の
小
論
作
成
に

際
し
て
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ビ
ソ
ス
氏
か
ら
種
々
示
唆
を
受
け
た
。
こ
こ
に
謹
ん

で
感
謝
の
意
を
諾
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
（
A
5
判
、
本
文
三
八
二
頁
、
一
九
七
五
年
、
ぎ
臼
ρ
冨
φ
巳
く
。
拐
津
幡
勺
お
ω
。
。

　
　
　
〕
w
彦
圃
。
σ
q
鎚
嘗
団
他
二
七
頁
。
）
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