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本
書

の
各
章
節

の
標
題
を
初
出
年
と
と
も
に
挙
げ
れ
ば
､
以
下
の
通
-
で

あ
る
｡

康

滋
賀
秀
三
著

中
国
法
制
史
論
集
-

法
典
と
刑
罰

概
説
篇

序
章

第

一
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

■■

本
書
は
､
『中
国
家
族
法
の
原
理
』
(
一
九
六
七
年
)
､
『晴
代
中
国
の
法
と

裁
判
』
(
一
九
八
四
年
)
な
ど
､
中
国
法
制
史
研
究
者
の
み
な
ら
ず
法
制
史

研
究
者
な
ら
び
に
東
洋
史
研
究
者

一
般
に
と

っ
て
必
護
の
成
果
を
馨
表
し
て

き
た
滋
賀
秀
三
氏
の
新
著
で
あ
る
｡
そ
の
課
題
は
､
副
題
が
示
す
よ
う
に
､

第

一
に
前
近
代
中
園
の
法
典
に
つ
い
て
の
､
第
二
に
刑
罰
に
つ
い
て
の
通
史

的
叙
述
で
あ
る
｡
法
典
と
刑
罰
が
法
制
史
研
究
者
に
と

っ
て
中
心
的
な
研
究

野
象
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
が
､
こ
と
中
国
法
制
史
研
究
に
つ
い
て

は
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
通
史
的
著
作
に
乏
し
い
こ
と
が
長
年

の
問
痛
切
に

感
じ
ら
れ
て
き
た
｡
法
典
に
関
し
て
は
最
近
に
至
る
ま
で
浅
井
虎
夫

『支
那

二
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』
(
一
九

一
一
年
)
､
刑
罰
に
関
し
て
は

一
九
七

〇
年
代
初
頭
ま
で
仁
井
田
陸

｢支
那
に
於
け
る
刑
罰
憶
系
の
奨
遷
-

特
に

自
由
刑

の
馨
達
-

｣
(
一
九
三
九
年
｡
の
ち
に

｢中
園
に
お
け
る
刑
罰
憶

系

の
奨
遷
-

と
-
に

｢自
由
刑
｣
の
馨
達
-

｣
と
改
題
､
『中
囲
法
制

史
研
究

刑
法
』
に
収
録
)
が
､
わ
が
国
で
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
依
按
す
べ
き

も
の
で
あ
-
緯
け
て
き
た
｡
本
書
の
存
在
は
'
こ
の
状
態
に
ひ
と

つ
の
値
切

-
を

つ
け
る
も
の
と
し
て
大
き
-
評
債
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
七
節

第
八
節

第
二
章

中
図
法
の
基
本
的
性
格

八
一
九
七
四
年
)

法
典
編
纂
の
歴
史

(書
き
下
ろ
し
)

絶
論

戦
図

･
秦

･
漠
-

原
始
律
令
期

(法
源
の
槍
殖
)

魂

･
晋

･
南
北
朝
-

異
正
律
令
形
成
期

(法
源

の
整

頓
)

惰

･
唐
前
半
-

律
令
古
典
期

唐
後
半

･
五
代
-

律
令
髪
形
期

そ
の

一

宋
-

律
令
奨
形
期

遼

･
金

･
元
､
〔
附
〕

明

･
清
-

律
､
例
､

大
清
律
例
を
め
ぐ

っ
て
･

そ
の
二

西
夏
-

異
民
族
王
朝

典
の
時
代

-

〔
附
〕
合
典
､
則
例
､
省
例
等
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第
三
章

第
四
章

八
一
九
七
四
年
)

刑
罰
の
歴
史

八
一
九
七
二
年
)

法
制
史
の
立
場
か
ら
見
た
現
代
中
国
の
刑
事
立
法
-

断
想

的
所
見

八
一
九
八
三
年
)

考
謹
篇

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

曹
魂
新
律
十
八
篇
の
篇
目
に
つ
い
て

八
一
九
五
五
年
)

漠
唐
閲
の
法
典
に
つ
い
て
の
二
三
の
考
謹

(
l
九
五
八
年
)

再
び
貌
律
の
篇
目
に
つ
い
て
-

内
田
智
雄
教
授
の
批
判
に

答
え
て
-

八
一
九
六

一
年
)

唐
代
に
お
け
る
律
の
改
正
を
め
ぐ
る

一
間
題
-

利
光
三
津

｣

｢
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夫

･
岡
野
誠
両
氏
の
論
考
に
寄
せ
て
-

八
一
九
八

一

年
)

第
九
章

唐
の
律
疏
と
現
存
の
唐
律
疏
議
-

日
本
明
法
家
の
侍
え
た

侠
文
を
通
じ
て
律
疏
の
原
形
を
考
え
る

(書
き
下
ろ

■■

し
)

第
十
章

武
威
出
土
王
杖
十
筒
の
解
樺
と
漠
令
の
形
態
-

大
庭
修
氏

の
論
考
を
讃
み
て
-

八
一
九
七
七
年
)

第
十

一章

中
囲
上
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
一
考
察
-

誓
と
盟
を
手
が

か
-
と
し
て
-

八
一
九
七
六
年
)

第
十
二
幸

前
漢
文
帝
の
刑
制
改
革
を
め
ぐ
っ
て
-

漢
書
刑
法
志
脱
文

の
疑
い
-

八
一
九
九
〇
年
)

〔
附
録
〕

論
文
批
評

張
建
国
著

｢前
漢
文
帝
刑
法
改
革
と
そ
の
展
開

の
再
検
討
｣
八
一
九
九
八
年
)

附
録
篇

第
十
三
幸

第
十
四
章

｢課
役
｣
の
意
味
及
び
沿
革

八
一
九
四
九
年
)

唐
律
令
に
お
け
る

｢婦
人
｣
の
語
義

梅
村
恵
子
氏
の
批

第
十
五
章

判
に
答
え
て
-

八
一
九
八
〇
年
)

律
令
官
制
に
お
け
る
官
職
の

｢行
｣
と

｢守
｣

第

一
節

唐
制
に
お
け
る
官
職
の
行

･
守
を
め
ぐ
っ
て
-

律
令
研

究
合
編

『唐
律
疏
議
詳
註
篇

一
』
に
野
す
る
池
田
温
氏

の
書
評
へ
の
回
答
-

八
一
九
八
二
年
)

第
二
節

唐
の
官
制
に
お
け
る
叙
任
と
行

･
守
-

槻
木
正
氏
に
答

･え
る

八
一
九
九
〇
年
)

103

本
書
の
二
つ
の
課
題
を
展
開
す
る
概
説
篇
の
内
容
を
､
そ
れ
と
封
癒
し
て

併
謹
す
べ
き
考
澄
篇
の
章
番
鋸
を
示
し
っ
つ
､
評
者
な
-
に
要
約
し
て
お
き

た
い
｡
な
お
､
第

一
章
に
つ
い
て
は
､
滋
賀
氏
自
身
に
よ
る
概
要
が

｢中
国

に
お
け
る
法
典
編
纂
の
歴
史
-

新
著
刊
行
の
報
告
-

｣
(
『日
本
学
士
院

紀
要
』
五
八
巻

一
壊
､
二
〇
〇
三
年
)
と
し
て
馨
表
さ
れ
て
い
る
の
で
､
併

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
｡

本
書
が
法
典
と
刑
罰
を
ふ
た
つ
な
が
ら
課
題
と
す
る
理
由
は
序
章
を
通
し

て
示
さ
れ
る
｡
前
近
代
中
図
法
の
本
質
は
専
制
君
主
が
官
僚
を
通
じ
て
全
人

民
を
支
配
す
る
意
思
的
命
令
で
あ
-
､
そ
の
主
た
る
内
容
は
行
政
上
の
組

織

･
規
則
お
よ
び
刑
法
で
あ
る
｡
そ
の
目
的
で
あ
る
人
民
の
善
導
は
刑
罰
と

い
う
外
的
強
制
手
段
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
た
め
､
法
は
刑
罰
を
中
核
と
し

て
馨
達
し
た
｡
法
典
と
刑
罰
は
不
可
分
の
l
牒
な
の
で
あ
る
｡

法
典
に
つ
い
て
の
通
史
的
叙
述
は
第

一
章

･
第
二
章
に
展
開
さ
れ
､
現
代

法
と
の
関
連
が
第
四
章
で
述
べ
ら
れ
る
｡
法
典
通
史
の
難
解
さ
は
'
そ
れ
が

無
味
乾
燥
で
煩
項
な
事
項
の
羅
列
に
陥
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
｡
そ
れ
を
避
け

る
た
め
の
指
針
と
し
て
､
本
書
は
三
つ
の
分
析
項
目
を
立
て
､
法
典
に
関
す

る
時
期
直
分
は
こ
れ
ら
に
即
し
て
行
わ
れ
る
｡
第

一
章
第

一
節
は
そ
れ
ら
の

概
要
を
述
べ
る
｡
す
な
わ
ち
､
法
の
三
レ
ベ
ル
構
造
､
律
令
の
特
徴
､
法
と

例
の
封
比
､
で
あ
る
｡
法
の
三
レ
ベ
ル
構
造
は
帝
制
時
代
中
園
の
法
憶
系
の

観
察
枠
組
み
で
あ
る
｡
第

一
の
レ
ベ
ル

｢基
本
法
典
｣
は
膿
系
的
編
成
の
も

と
に
基
本
的
事
項
を
定
め
た
頻
繁
に
は
奨
わ
ら
な
い
法
典
､
第
二
の
レ
ベ
ル

｢副
次
法
典
｣
は
単
行
指
令
の
集
積
か
ら
将
来
と
も
法
と
し
て
維
持
す
べ
き

要
素
を
抽
出
し
て
候
文
化
し
た
法
典
､
第
三
の
レ
ベ
ル

｢単
行
指
令
｣
は
皇

帝
の
意
思
と
し
て
必
要
に
癒
じ
て
随
時
馨
出
さ
れ
る
個
別
的
命
令
で
あ
る
｡

法
と
し
て
の
定
着
度
は
基
本
法
典
が
も

っ
と
も
強
-
､
単
行
指
令
が
も

っ
と

も
弱
い
が
､
法
と
し
て
の
致
力
の
優
先
度
は
逆
に
単
行
指
令
が
も
っ
と
も
強

-103-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

104

■■

-
､
基
本
法
典
が
も

っ
と
も
弱
い
｡
律
令
の
特
徴
は
す
な
わ
ち
基
本
法
典
の

特
徴
で
あ
-
､
三
鮎
に
集
約
さ
れ
る
｡
第

一
の

｢刑
罰

･
非
刑
罰
の
二
本
立

て
｣
は
刑
法
典
で
あ
る
律
と
行
政
の
組
織

･
執
務
準
則
の
基
本
を
定
め
る
令

と
か
ら
な
る
こ
と
､
第
二
の

｢
一
時
期
に
唯

一
の
律
令
｣
は
律

･
令
の
名
を

も
つ
法
規
は
す
べ
て
同
時
に
制
定
さ
れ
る
こ
と
､
第
三
の

｢部
分
的
改
正
を

加
え
な
い
｣
は
律

･
令
に
改
正
の
必
要
が
起
こ
れ
ば
新
た
な
法
典
が
編
纂
さ

れ
て
従
来
の
も
の
は
慶
止
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
法
と
例
の
封
比
は
す
な
わ

ち
副
次
法
典
と
単
行
指
令
の
特
徴
で
あ
る
｡
単
行
指
令
は
立
法
的
単
行
指
令

と
庭
分
的
単
行
指
令
と
に
分
け
ら
れ
る
｡
前
者
の
集
積
か
ら
法
と
し
て
の
要

素
を
抽
出
し
た
副
次
法
典
は
､
そ
の
編
纂
に
際
し
て
要
素
を
抽
出
さ
れ
､
あ

る
い
は
使
用
さ
れ
な
か

っ
た
も
の
を

｢検
討
済
み
無
数
｣
と
す
る
役
割
を
も

つ
｡
後
者
は
援
用
者
を
待

っ
て
先
例
と
し
て
検
索
活
用
さ
れ
る
が
､
法
と
し

て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
は
な
-
､
例
と
し
て
集
積
が
頼
け
ら
れ
て
ゆ
-
｡

副
次
法
典
が
編
纂
さ
れ
ず
に
単
行
指
令
の
集
積
が
積
い
て
ゆ
け
ば
､
前
者
も

例
の
集
積
の
裡

へ
と
沈
ん
で
ゆ
-
｡

第

一
章
第
二
節
の
戦
国
か
ら
秦
漠
に
至
る
原
始
律
令
期
で
は
､
基
本
法
典

で
も
副
次
法
典
で
も
な
い
副
次
法
典
的
な
法
典
と
単
行
指
令
と
が
集
積
さ
れ

た
｡
戦
国
秦
に
は
六
篇
の
律
が
刑
法
典
と
し
て
存
在
し
､
前
漠
宣
帝
期
に
は

九
章
律
が
法
律
家
に
と

っ
て
の
経
書
と
し
て
成
立
し
た
が
､
そ
れ
以
外
に
も

多
数
の
律
篇

･
律
候
が
併
存
し
た
｡
単
行
指
令
を
編
纂
し
た
令
も
多
数
併
存

し
た
｡
律
は
行
政
的
な
内
容
も
含
み
､
律

･
令
を
刑
罰

･
非
刑
罰
の
観
鮎
か

ら
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
漠
代
の
令
に
つ
い
て
は
第
十
章
を
併
せ
謹
む

べ
き
で
あ
る
｡

第

一
章
第
三
節
の
魂
音
南
北
朝
す
な
わ
ち
寅
正
律
令
形
成
期
で
は
､
漠
代

ま
で
に
集
積
さ
れ
た
法
源
が
牒
系
的
に
整
理
さ
れ
､
基
本
法
典
と
律
令
の
特

徴
が
確
立
さ
れ
た
｡
三
園
魂
の
新
律
十
八
篇
は
基
本
法
典
の
確
立
と
律
令
の

第
二

･
第
三
の
特
徴
を
､
西
晋
の
泰
始
律
令
は
律
令
の
第

一
の
特
徴
を
薯
現

し
た
｡
南
朝
は
基
本
的
に
泰
始
律
令
を
継
承
し
'
北
朝
は
そ
れ
を
出
番
鮎
と

し
て
律
令
の
改
纂
を
進
め
た
｡
三
園
に
特
有
の
小
法
典
で
あ
る
科
に
つ
い
て

は
第
六
章

一
､
新
律
十
八
篇
と
そ
の
篇
目
に
つ
い
て
は
第
五
章

･
第
七
章
､

泰
始
律

へ
の
注
稗
の
成
果
に
つ
い
て
は
第
六
章
二
を
併
せ
謹
む
べ
き
で
あ
る
｡

第

一
章
第
四
節
の
情
か
ら
唐
代
前
半
に
至
る
律
令
古
典
期
で
は
､
法
の
三

レ
ベ
ル
構
造
が
確
立
し
､
法
典
編
纂
の
流
れ
の
収
束
鮎
で
あ
る
律
令
格
式
が

そ
ろ
っ
て
機
能
し
た
｡
観
音
南
北
朝
以
来
の
度
重
な
る
改
定
の
結
果
､
牒
系

的
に
き
わ
め
て
整

っ
た
基
本
法
典
で
あ
る
律
令
は
容
易
に
動
か
し
え
な
-
な

っ
た
｡
こ
こ
で
は
､
内
容
に
お
い
て
律
令
と
抵
解
し
､
致
力
に
お
い
て
律
令

に
勝
る
副
次
法
典
と
し
て
の
格
が
､
律
令
を
動
か
さ
な
い
ま
ま
に
硯
賓
の
法

を
襲
え
る
機
能
を
拾

っ
た
｡
式
は
律
令
運
用
上
の
細
目
的
な
規
定
を
集
成
し

た
編
纂
物
で
あ
る
｡
唐
の
律

･
律
銃
に
つ
い
て
は
第
八
章

･
第
九
章
､
格

･

式
に
つ
い
て
は
第
六
幸
三
を
併
せ
謹
む
べ
き
で
あ
る
｡

第

l
章
第
五
節

･
第
六
節
の
唐
代
後
半
か
ら
末
代
に
至
る
律
令
髪
形
期
で

は
'
副
次
法
典
が
重
層
的
に
肥
大
化
す
る
と
と
も
に
､
法
と
例
の
封
比
が
明

確
に
な

っ
た
｡
律
令
格
式
の
編
纂
は
開
元
二
十
五
年
が
最
後
で
､
こ
れ
以
後

は
副
次
法
典
た
る
格
も
不
動
の
も
の
と
な

っ
た
｡
こ
こ
で
法
の
奨
動
の
機
能

を
擦

っ
た
の
は
再
副
次
法
典
と
し
て
の
格
後
政
で
あ
-
､
五
代
の
後
唐

･
後

晋

･
後
周
で
は
そ
の
後
身
と
し
て
編
敗
が
編
纂
さ
れ
た
｡
こ
れ
と
並
ん
で
､

律
候
に
関
連
す
る
令

･
格

･
式

･
利
敵
の
候
項
を
附
す
形
式
の
法
典
も
作
ら

れ
た
｡
唐
代
後
半
の
大
中
刑
律
統
類
は
私
撰
の
書
で
あ

っ
た
が
､
後
唐
は
こ

れ
を
国
家
の
法
典
に
格
上
げ
し
て
同
光
刑
律
統
類
を
作
-
､
後
周
の
周
刑
続

は
基
本
法
典
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も

っ
た
｡
未
は
周
刑
続
を
改
訂
し
て
基
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本
法
典
た
る
宋
刑
続
を
作
-
､
副
次
法
典
た
る
編
政
を
線
-
返
し
編
纂
し
た
｡

未
の
法
制
は
宋
刑
統

･
編
赦

･
令

･
式
で
は
じ
ま

っ
た
が
､
両
宗
朝
に
編
敵

の
流
れ
か
ら
政
令
格
式
が
誕
生
し
た
｡
敗
は
､
宋
刑
枕
に
吸
収
さ
れ
た
唐
律

を
基
本
法
典
と
す
る
､
副
次
法
典
た
る
刑
法
典
で
あ
る
｡
令
は
唐
代
の
令
と

性
格
を
共
通
に
す
る
が
､
編
数
か
ら
分
化
し
た
附
令
数
が
､
唐
か
ら
継
承
さ

れ
た
令

･
式
を
吸
収
し
た
も
の
で
あ
る
｡
格
は

〓
疋
の
要
件
に
封
庵
す
る
効

果
や
該
普
す
る
事
物
を
記
し
た
も
の
､
式
は
各
種
の
公
文
書
の
書
式
を
法
定

し
た
も
の
で
あ
る
｡
副
次
法
典
で
あ
る
敵
が
刑
法
典
と
し
て
の
牒
我
を
固
め

る
に
従

っ
て
､
さ
ら
に
再
副
次
法
典
が
必
要
と
な
り
､
南
未
に
随
敵
中
明
が

登
場
し
た
｡
ま
た
､
地
域

･
官
廉

･
行
政
分
野
ご
と
に
､
そ
の
致
力
に
お
い

て

一
般
法
に
優
先
す
る
特
別
法
典
が
作
ら
れ
た
｡
副
次
法
典
の
重
層
的
肥
大

化
は
中
国
で
の
法
典
編
纂
の
鰹
質
的
な
結
果
で
あ
-
､
膨
大
な
特
別
法
典
の

編
纂
に
は
あ
ら
ゆ
る
行
政
分
野
を
明
文
の
法
で
規
制
し
よ
う
と
す
る
執
念
が

見
え
る
｡
庭
分
的
単
行
指
令
の
集
積
が
例
と
し
て
検
索
活
用
さ
れ
､
法
と
例

と
の
封
比
関
係
が
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
､
例
を
用
い
て
法
を
破
る
弊
害
が

指
摘
さ
れ
た
の
も
末
代
の
特
徴
で
あ
る
｡
刑
事
司
法
分
野
で
は
そ
の
弊
害
を

最
小
限
に
押
さ
え
る
た
め
に
断
例
が
編
纂
さ
れ
た
が
､
こ
れ
は
例
の
編
纂
物

で
あ

っ
て
法
典
で
は
な
い
｡

第

一
章
第
七
節
の
遼

･
金

･
元
す
な
わ
ち
異
民
族
王
朝
で
は
､
法
の
三
レ

ベ
ル
構
造
が
失
わ
れ
､
例
の
集
積
を
唐
律
が
裏
打
ち
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

達
で
は
候
制
が
編
纂
さ
れ
た
が
､
基
本
的
に
は
契
丹
人
を
そ
の
慣
習
､
漢
人

を
律
令
に
よ
っ
て
規
制
す
る
二
元
的
統
制
が
行
わ
れ
た
｡
金
の
制
は
複
数
の

も
の
が
併
行
し
､
単
行
指
令
と
も
併
行
関
係
に
あ
る
暫
定
的
な
法
典
で
､
そ

の
編
纂
と
連
用
の
過
程
で
は
唐
律
が
刑
法
の

一
般
原
則
を
憶
現
し
た
｡
泰
和

律
令
は
こ
の
二
重
構
造
を
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
が
､
副
次
法
典
の
考

え
も
､
単
行
指
令
と
の
関
係
も
不
明
確
で
あ

っ
た
｡
元
の
法
制
に
は
単
行
指

令
し
か
存
在
せ
ず
､
例
あ

っ
て
法
な
し
と
い
う
状
況
が
頼
い
た
｡
建
国
と
同

時
に
泰
和
律
の
行
用
が
禁
止
さ
れ
､
大
徳
律
令
も
草
案
の
ま
ま
立
ち
消
え
と

な

っ
た
｡
基
本
法
典
は
作
ら
れ
ず
､
唐
の
律

･
律
疏
が
そ
の
室
隙
を
埋
め
た
｡

至
元
新
格
は
行
政
の
主
要
分
野
を
野
象
に
執
務
上
の
指
針
を
輿
え
る
小
法
典

に
す
ぎ
ず
'
大
元
通
制
と
そ
れ
を
改
定
槍
補
し
た
至
正
使
格
は
私
撰
の
元
典

章
と
同
様
に
単
行
指
令
を
類
別
し
て
編
纂
し
た
例
の
編
纂
物
で
あ
-
､
副
次

法
典
で
は
な
か

っ
た
｡

第

一
章
第
八
節

･
第
二
章
の
明
清
す
な
わ
ち
律

･
例

･
典
の
時
代
で
は
､

法
の
三
レ
ベ
ル
構
造
は
回
復
し
た
が
､
律
令
の
第

一
の
特
徴
は
失
わ
れ
た
ま

ま
で
あ

っ
た
｡
洪
武
元
年
に
律
と
と
も
に
頒
行
さ
れ
た
明
令
は
律
と

一
腰
を

な
す
司
法
の
準
則
で
あ
-
､
明
律
は
洪
武
三
十
年
に
至

っ
て
基
本
法
典
と
し

て
確
定
し
た
｡
し
か
し
単
行
指
令
が
例
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
状
況
は
績
い
た
｡

永
楽
帝
以
後
は
新
帝
即
位
の
た
び
に
従
来
の
単
行
指
令
を

一
括
し
て
廃
止
す

る
措
置
が
取
ら
れ
､
弘
治
帝
に
至

っ
て
有
用
な
例
を
選
別
し
て
候
文
の
牒
裁

で
編
纂
し
た
間
刑
候
例
が
頒
布
さ
れ
た
｡
例
か
ら
法
に
特
化
し
た
間
刑
候
例

は
律
を
基
本
法
典
と
す
る
副
次
法
典
で
あ
-
､
清
に
は
候
例
の
名
で
継
承
さ

れ
た
｡
刑
事
司
法
分
野
に
限

っ
て
で
は
あ
る
が
､
法
の
三
レ
ベ
ル
構
造
が
こ

こ
に
再
興
さ
れ
た
｡
先
例
の
働
き
は
晴
代
薙
正
期
以
後
に
ふ
た
た
び
顕
著
と

な
-
､
成
案
が
私
撰
の
書
と
し
て
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
｡

一
般
行
政
分
野
で

は
単
行
指
令
の
基
本
部
分
を
法
典
に
編
纂
す
る
こ
と
は
な
-
､
諸
司
職
掌
と

そ
の
後
身
の
合
典
は
､
唐
の
六
典
の
流
れ
を
汲
ん
だ
､
官
廉
の
組
織
と
職
務

の
便
覧
で
あ

っ
た
｡
晴
代
乾
隆
期
以
降
に
は
､
国
政
全
般
を
扱
う
合
典
の
ほ

か
に
､
中
央
政
府
部
局

･
特
定
政
務
ご
と
の
先
例
集
で
あ
る
則
例
､
地
方
ご

と
の
先
例
集
で
あ
る
省
例
が
作
ら
れ
た
が
､
こ
れ
ら
規
則

･
先
例
集
も
例
の
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編
纂
物
で
あ
-
､
排
他
性
と
絶
野
性
を
も
つ
法
典
で
は
な
か

っ
た
｡

清
末
の
近
代
法
導
入
期
以
降
は
'
第
二
章
の

｢清
末
民
初
の
こ
と
｣
と
第

四
章
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
る
｡
第
四
章
は
､
第

一
章
が
扱
わ
な
か

っ
た
前
近

代
中
国
の
法
典
の
内
容
的
特
徴
の

一
端
に
も
解
れ
て
い
る
｡

一
九
七
九
年
に

制
定
公
布
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
囲
刑
法

･
刑
事
訴
訟
法
は
､
刑
の
規
定
形

式
が
絶
野
的
法
定
刑
か
ら
相
野
的
法
定
刑

へ
､
謹
按
主
義
が
口
供
主
義
か
ら

衆
謹
主
義

へ
と
奨
更
さ
れ
た
鮎
で
､
前
近
代
中
園
の
律
と
根
本
的
に
直
別
さ

れ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
共
犯
の
類
型
､
類
推
適
用
に
よ
る
庭
罰
の
容
認
､

執
行
猶
線
附
き
の
死
刑
､
自
殺
誘
起
者
の
庭
罰
､
判
決
の
確
定
性
の
弱
さ
､

薯
鰹
的
藁
葺
主
義
な
ど
の
鮎
で
､
そ
れ
ら
は
律
の
発
想
を
継
承
し
て
い
る
｡

そ
れ
を
硬
直
的
な
継
承
と
と
ら
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
､
過
去
と
の
関

連
を
否
定
し
て
考
え
る
こ
と
も
意
味
を
な
さ
な
い
｡

刑
罰
に
つ
い
て
の
通
史
的
叙
述
は
第
三
章
に
展
開
さ
れ
る
｡
本
章
は
基
本

的
に

一
九
七
二
年
に
馨
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
今
で
も
刑
罰
通
史
の
基

本
的
著
作
で
あ
-
積
け
て
い
る
｡
本
章
を
貫
-
認
識
は
刑
罰
制
度
も
融
合

･

経
済
鰹
制
の
愛
連
に
つ
れ
て
奨
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
-
､
そ
の
眼
目
は
､

肉
刑
の
中
心
的
性
格
を
追
放
と
し
た
こ
と
､
な
ら
び
に
仁
井
田
氏
が
自
由
刑

と
し
た
前
近
代
中
国
の
刑
罰
の
中
核
を
む
し
ろ
強
制
労
働
刑
で
あ
る
と
指
摘

し
た
こ
と
に
あ
る
｡

上
代
に
つ
い
て
は
第
十

一
章
を
併
せ
謹
む
べ
き
で
あ
る
｡
太
古
の
刑
罰
は

戦
時
に
お
い
て
は
死
刑
､
平
時
に
お
い
て
は
共
同
牒
か
ら
の
追
放
で
あ

っ
た
｡

追
放
は
共
同
憶
の
自
律
性
が
薄
れ
る
に
つ
れ
て
致
呆
を
失
い
､
春
秋
時
代
で

は
死
刑
と
､
身
鰹
を
致
傷
す
る
肉
刑
が
刑
罰
鰹
系
の
中
心
と
な

っ
た
｡
し
か

し
､
受
刑
者
の
社
食
か
ら
の
除
外
を
､
死
刑
は
よ
-
直
接
的
な
方
法
で
'
肉

刑
は
よ
-
緩
和
し
た
形
で
賓
硯
す
る
鮎
で
､
こ
れ
ら
は
追
放
と
理
念
を
同
じ

-
す
る
｡
肉
刑
の
執
行
は
民
事
上
の
死
を
意
味
し
た
が
､
恩
恵
的
に
は
じ
め

ら
れ
た
受
刑
者
の
役
傍
が
､
経
済
的
利
用
債
値
が
認
識
さ
れ
て

一
般
化
し
た
｡

春
秋
時
代
に
は
身
を
没
し
て
奴
隷
と
す
る
刑
罰
も
あ

っ
た
が
､
購
役

へ
の
終

身
的
就
労
を
伴
う
よ
う
に
な

っ
た
肉
刑
は
､
こ
れ
と
極
め
て
近
似
の
関
係
に

置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
戦
国
時
代
と
そ
の
前
後
を
通
じ
た
官
僚
制
的
領

域
囲
家
の
成
長
に
つ
れ
て
､
刑
罰
の
機
能
は
悪
人
の
排
除
と
い
う
融
合
防
衛

的
な
消
極
的
機
能
か
ら
､
社
食
を
よ
-
よ
-
秩
序
立
て
る
た
め
の
統
制
の
手

段
と
い
う
積
極
的
機
能

へ
と
奨
わ

っ
て
い
っ
た
｡
こ
こ
に
､
致
命
的
で
な
-

軽
重
が
加
減
で
き
る
刑
種
､
す
な
わ
ち
有
期
の
強
制
労
働
刑
の
必
要
が
生
じ

て
き
た
｡

秦
漠
に
つ
い
て
は
第
十
二
幸

･
附
録
を
併
讃
す
べ
き
で
あ
る
｡
前
漠
初
期

ま
で
は
､
肉
刑
と
不
定
期
の
強
制
労
働
刑
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
､
あ
る
い
は

後
者
が
早
漏
で
執
行
さ
れ
て
い
た
｡
前
漢
文
帝
の
刑
制
改
革
は
肉
刑
を
慶
止

し
て
強
制
労
働
刑
を
有
期
化
し
､
こ
こ
に
肉
刑
か
ら
強
制
労
働
刑

へ
の
移
行

過
程
が

一
段
落
を
告
げ
た
｡
刑
徒
が
就
か
せ
ら
れ
る
官
役
は
､
官
有
の
奴
姫

や
徴
馨
さ
れ
た

一
般
人
民
も
就
か
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
魂
晋
南
北
朝

で
は
､
南
朝
に
は
基
本
的
に
漠
制
が
継
承
さ
れ
'
北
朝
で
は
徒

･
流
が
出
現

し
､
鞭

･
苔
が
徒

･
流

へ
の
附
加
刑
お
よ
び
軽
い
犯
罪

へ
の
刑
罰
と
し
て
あ

ら
わ
れ
た
｡

唐
の
律
令
で
は
徒
刑
は
有
期
の
強
制
労
働
刑
で
､
服
役
者
の
待
遇
は
官
奴

姫
の
境
遇
と
類
似
し
て
い
た
｡
流
刑
は
異
地

へ
押
送
し
て
有
期
の
強
制
労
働

を
科
す
刑
罰
で
､
強
制
労
働
の
終
了
後
､
受
刑
者
は
常
地
の
住
民
と
な
-
､

原
則
と
し
て

一
般
人
と
差
別
さ
れ
な
か

っ
た
｡
安
緑
山
の
乱
以
後
は
､
流
刑

の
基
本
概
念
が
奨
わ

っ
て
恩
赦
や

一
定
年
限
の
後
に
蹄
遠
を
許
さ
れ
る
事
例

が
あ
ら
わ
れ
､
自
給
自
足
経
済
か
ら
貨
幣
経
済

へ
の
進
展
に
つ
れ
て
徒
刑
の
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強
制
労
働
も
行
い
に
-
-
な

っ
た
｡

末
代
で
は
唐
律
の
五
刑
が
継
承
さ
れ
た
が
､
折
杖
法
の
謹
み
替
え
に
よ
っ

て
流
刑
の
強
制
移
住
は
消
滅
し
､
強
制
労
働
も
徒
刑
に
つ
い
て
は
消
滅
し
た
｡

宋
王
朝
の
支
配
が
確
立
す
る
と
､
遠
隔
地
に
押
送
し
て
地
方
官
廉
の
監
察
下

に
置
-
が
日
常
生
活
は

一
般
人
と
異
な
ら
な
い
編
管

･
蔑
管
､
麻
軍
に
編
入

し
雑
役
に
駆
使
す
る
配
軍
が
生
じ
た
｡
こ
れ
ら
は
無
期
刑
で
あ
る
が
､
恩
赦

に
よ
る
放
免
が
多
か
っ
た
｡
唐
代
後
半
以
来
の
社
食

･
経
済
の
奨
動
に
つ
れ

て
無
償
の
徴
馨
労
働
は
経
済
性
を
失

い
'
受
刑
者
の
労
働
力
を
吸
収
す
る
機

能
を
も
ち
う
る
の
は
軍
隊
と
い
う
名
の
難
役
集
圏
だ
け
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

金
と
元
の
初
期
に
も
折
杖
法
類
似
の
謹
み
替
え
規
定
が
あ
-
､
元
代
初
期
に

は
刑
罰
は
死
刑
と
杖
刑
だ
け
と
な

っ
た
が
､
の
ち
に
杖
刑

へ
の
附
加
刑
と
し

て
徒

･
流
が
復
活
し
た
｡

明
律
も
唐
律
の
五
刑
を
基
本
と
し
た
が
､
徒
刑
は
家
郷
か
ら
離
れ
た
塵
場

や
銭
治
で
特
殊
身
分
で
あ
る
竃
戸
と
同
様
の
労
働
に
所
定
の
期
間
就
労
さ
せ

る
も
の
と
な

っ
た
｡
流
刑
は
末
代
の
編
管
の
流
れ
を
汲
み
'
荒
蕪

･
瀕
海
の

地
に
安
置
す
る
だ
け
で
強
制
労
働
は
科
さ
な
か

っ
た
｡
配
軍
の
流
れ
を
汲
む

充
軍
は
屯
田
方
式
に
よ
る
軍
隊
に
編
入
す
る
も
の
で
､
受
刑
者
は
こ
れ
も
特

殊
身
分
で
あ
る
軍
戸
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
た
｡
軍
戸
が
民
戸
化
し
､
竃
戸

も
賃
金
労
働
者
と
化
し
て
ゆ
-
と
､
徒
刑

･
充
軍
の
賓
態
も
奨
質
し
た
｡
明

律
を
踏
襲
し
た
清
で
は
､
徒
刑
は
昔
初
は
騨
連
で
の
役
便
で
あ

っ
た
が
､
の

ち
に
省
内
の
他
州
願

へ
の
有
期
の
流
滴
と
な
-
､
流
滴
中
の
生
活
は
自
活
に

ま
か
さ
れ
た
｡
充
軍
も
流
刑
と
異
な
ら
ず
､
受
刑
者
の
行
動
も
辛
苦
上
自
由

で
､
無
期
刑
で
は
あ
る
が
恩
赦
に
よ
る
蹄
遠
が
期
待
で
き
た
｡
充
軍
が
事
賓

上
流
刑
と
同
質
化
す
る
と
､
連
境

へ
の
流
詞
で
あ
る
馨
道
が
加
わ

っ
た
｡
馨

道
の
受
刑
者
は
軍
隊
の
監
督
下
で
屯
田
を
耕
し
､
ま
た
は
官
廉
の
監
督
下
で

公
共
の
難
役
に
使
わ
れ
た
｡

清
末
の
法
制
改
革
で
習
嚢
所
が
設
置
さ
れ
､
大
浦
刑
律
草
案
が
徒
刑
を
監

獄
に
監
禁
し
て
法
定
の
労
役
に
服
す
る
も
の
と
す
る
ま
で
､
中
園
に
は
近
代

的
刑
務
所
で
執
行
さ
れ
る
近
代
的
自
由
刑
は
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

概
説
篇
の
要
約
だ
け
で
か
な
-
の
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま

っ
た
｡
こ
の
よ

う
に
重
厚
か
つ
赦
密
で
完
成
度
の
高
い
著
作
か
ら
暇
壇
を
見

つ
け
だ
し
て
検

討
す
る
ほ
ど
の
力
量
は
評
者
に
は
な
い
の
で
､
本
書
か
ら
得
た
着
想
と
印
象

を
記
す
こ
と
で
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
｡

本
書
か
ら
得
た
着
想
は
､
第

一
に
､
例
と
法
律
学
と
の
関
係
で
あ
る
｡
漠

代
の
法
律
学
は
九
章
律
を
経
書
と
す
る
注
梓
と
し
て
馨
達
し
た
が
､
そ
の
注

樺
の
作
成
に
際
し
て
念
頭
に
置
か
れ
た
の
は
､
ま

っ
た
-
架
室
の
抽
象
事
例

だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
注
樺
を
附
す
る
作
業
の
過
程
の
な
か
で
高
度
に

抽
象
化
さ
れ
た
と
し
て
も
､
根
接
の
何
程
か
は
事
案
庭
理
の
記
録
の
蓄
積
か

ら
取
ら
れ
た
に
違
い
な
い
｡
睦
虎
地
秦
筒
の
法
律
谷
間
が
下
層
責
務
家
の
営

み
の
集
約
の
上
に
成
-
立

っ
た
も
の
な
ら
ば
､
学
問
的
に
よ
-
高
度
な
九
章

律
の
注
稗
も
､
決
事
比
と
い
う
よ
-
高
級
な
責
務
家
の
営
み
の
集
約
を
ひ
と

つ
の
よ
-
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
末
代
の

省
記
や
晴
代

の
幕
友
秘
本
の
よ
う
な
私
的
な
例
の
編
纂
物
は
､
部
局

･
官

僚

･
背
吏
な
ど
､
ど
の
レ
ベ
ル
で
も
時
代
を
通
じ
て
作
成
さ
れ
､
賓
務
上
活

用
さ
れ
た
だ
け
で
な
-
､
法
律
学
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
そ

れ
は
ま
た
'
泰
始
律
の
注
樺
'
唐
の
律
銃
､
明
律
の
注
鐸
書
な
ど
に
お
い
て

も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
に
､
印
刷
技
術
と
法
典
と
の
関
係
で
あ
る
｡
後
漠
か
ら
観
音

へ
か
け

て
の
書
寓
材
料
と
し
て
の
紙
の
普
及
が
こ
の
時
期
の
法
典
編
纂
の
動
向
と
深
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-
関
連
し
て
い
た
と
す
れ
ば
､
唐
代
後
半
か
ら
末
代
に
か
け
て
の
印
刷
技
術

の
普
及
が
こ
の
時
期
の
法
典
編
纂
の
動
向
に
影
響
を
輿
え
た
こ
と
も
あ
-
う

る
こ
と
で
あ
る
｡
紙
の
普
及
と
法
典
編
纂
の
関
連
の
象
徴
が
新
律
十
八
篇
が

は
じ
め
て
紙
に
記
録
さ
れ
た
法
典
で
あ
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
､
宋
刑
続
が
は

じ
め
て
印
刷
公
布
さ
れ
た
法
典
で
あ
る
こ
と
も
印
刷
技
術
の
普
及
と
法
典
編

纂
の
関
連
の
象
徴
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
印
刷
と
い
う
革
新
的
新
技
術
の
癒

用
に
封
す
る
官
僚
た
ち
の
欲
望
が
､
副
次
法
典

･
特
別
法
典
の
爆
馨
的
な
編

纂

･
頒
行
を
う
な
が
し
､
あ
ら
ゆ
る
行
政
分
野
を
法
で
規
制
し
ょ
う
と
い
う

執
念
を
か
-
た
て
る

一
因
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
三
に
､
末
が
律
を
編
纂
し
な
か

っ
た
理
由
で
あ
る
｡
未
は
唐
の
律

･
律

疏
を
吸
収
し
た
宋
刑
続
を
基
本
法
典
と
し
た
が
､
刑
罰
は
唐
律
の
そ
れ
と
は

ほ
と
ん
ど
似
て
も
似

つ
か
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
た
｡
し
か
も
､
元
の
よ
う

に
法
典
編
纂
を
抱
榔
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
-
､
副
次
法
典

･
特
別
法
典
の

編
纂
に
は
執
念
と
も
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
に
力
を
注
い
で
い
た
｡
猫
白
の
宋
律

を
編
纂
す
る
必
要
性
も
､
ま
た
そ
の
能
力
も
充
分
に
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
末
が
律
を
編
纂
し
な
か

っ
た
の
は
､
金
よ
-
も
さ
ら
に
強

力
な
唐

へ
の
回
韓
願
望
が
唐
律
を
法
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
温
存
さ
せ
た
か

ら
と
も
考
え
ら
れ
る
し
､
ま
た
賓
質
的
に
は
､
唐
律
の
五
刑
を
硯
賓
に
執
行

す
る
刑
罰
に
謹
み
替
え
る
折
杖
法
が
存
在
し
た
た
め
に
精
微
に
完
成
し
た
唐

律
の
腰
系
を
奨
更
す
る
必
要
が
な
-
な

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
し
か

し
最
大
の
理
由
は
､
未
が
唐
を
受
け
継
ぐ
正
統
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た

め
に
は
唐
律
を
廃
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
司
馬
光
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
､
宋
人
は
王
朝
の
正
統
性
に
こ

だ
わ

っ
た
｡
唐
法
を
廃
棄
し
て
名
目
的
に
せ
よ
満
目
の
法
典
を
作

っ
た
後
梁

を
纂
奪
王
朝
と
し
て
打
倒
し
た
後
唐
は
､
そ
の
正
統
性
主
張
の

一
環
と
し
て

唐
法
を
復
活
し
た
｡
後
周
に
至
る
ま
で
の
諸
王
朝
も
唐
律
を
賓
質
的
に
継
承

し
た
以
上
'
禅
譲
に
よ

っ
て
後
周
を
継
承
し
た
未
と
し
て
も
こ
の
流
れ
に
乗

ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
む
し
ろ
'
満
目
の
宋
律
の
編
纂
な
ど
､
後
梁

の
轍
を
踏
む
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い

か
｡
さ
ら
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
末
の
太
租
か
ら
太
宗

へ
の

皇
位
継
承
の
際
の
不
透
明
さ
で
あ
る
｡
太
租
が
制
定
し
た
宋
刑
続
を
廃
し
て

新
た
な
律
を
編
纂
す
る
こ
と
は
太
宗
の
皇
位
纂
奪
を
澄
稼
立
て
る
も
の
と
許

債
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
危
悦
が
あ

っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ

れ
る
｡
編
敗
の
政
令
格
式

へ
の
改
編
を
英
断
し
た
紳
宗
に
し
て
宋
律
の
編
纂

を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
は
､
そ
の
よ
う
な
危
悦
に
肱
胎
し
た

｢租
宗
の
法
｣
意
識
が
太
宗
の
血
統
を
承
け
た
北
宋
歴
代
の
皇
帝
た
ち
に
受

け
継
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
危
悦
と
租
法
意
識
は
高
宗
の
正
統

性

へ
の
疑
問
に
さ
ら
に
裏
打
ち
さ
れ
て
南
未
で
も
生
き
頼
け
､
結
果
と
し
て

宋
律
は
編
纂
で
き
ず
に
終
わ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
間
の
事
情
に
は
､

明
の
永
楽
帝
が
そ
の
正
統
性
を
誇
示
す
る
た
め
に
洪
武
帝
の
制
度

へ
と
回
蹄

し
た
結
果
と
し
て
洪
武
三
十
年
律
が
明
律
の
決
定
版
と
な
-
､
こ
れ
を
襲
え

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
租
法
意
識
を
生
じ
た
の
と
同
様
の
も
の
が
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
｡

第
四
に
､
前
近
代
中
国
刑
罰
史
の
時
代
直
分
と
刑
罰
の
中
心
的
性
格
の
理

解
で
あ
る
｡
本
書
は
刑
罰
に
つ
い
て
は
明
確
な
時
代
直
分
を
設
定
し
て
い
な

い
が
､
追
放
刑
と
強
制
労
働
刑
の
野
比
か
ら
､
太
古
か
ら
春
秋
時
代
ま
で
を

追
放
刑
の
時
代
､
戟
囲
時
代
か
ら
前
漠
初
期
ま
で
を
追
放
刑
か
ら
強
制
労
働

刑

へ
の
移
行
期
､
前
漢
文
帝
の
刑
制
改
革
か
ら
唐
代
前
半
ま
で
を
強
制
労
働

刑
の
時
代
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
問
題
は
､
徴
馨
労
働

が
経
済
性
を
失

い
､
強
制
労
働
刑
が
大
幅
に
後
退
す
る
唐
代
後
半
か
ら
､
近
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代
的
自
由
刑
が
導
入
さ
れ
る
清
末
の
法
制
改
革
ま
で
の
時
期
を
ど
う
と
ら
え

る
か
で
あ
る
が
､
こ
の
時
期
は
第
二
の
追
放
刑
の
時
代
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
｡
末
代
の
編
管
か
ら
明
代
の
流
刑
､
晴
代
の
流
刑

･
充
軍
に
至
る
刑
罰
群

が
追
放
刑
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
｡
し
か
も
そ
れ
ら
は
終
身
的
な
い
し
世

襲
的
追
放
で
は
な
-
､
恩
赦
な
ど
に
よ
る
蹄
蓬
が
大
筋
に
お
い
て
線
想
さ
れ

る
も
の
で
あ

っ
た
｡
末
代
の
配
軍
か
ら
明
代
の
充
軍
'
晴
代
の
登
道
に
至
る

刑
罰
群
は
､
た
し
か
に
強
制
労
働
を
伴
う
｡
し
か
し
そ
の
中
心
的
性
格
は
唐

代
の
流
刑
と
同
じ
-
追
放
で
あ
-
'
そ
れ
に
附
さ
れ
る
強
制
労
働
の
期
間
は

無
期
的
で
あ
る
と
は
い
え
､
こ
れ
ら
に
も
恩
赦
な
ど
に
よ
る
蹄
蓮
の
可
能
性

が

〓
疋
程
度
留
保
さ
れ
て
い
た
｡
明
清
の
徒
刑
も
異
境

へ
の
有
期
的
追
放
が

中
心
的
性
格
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
､
そ
れ
が
経
済
的
環
境
の
奨
化
に
つ
れ

て
編
管
同
様
の
刑
罰
に
脱
化
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
さ

ら
に
､
末
代
の
麻
軍
の
兵
士
､
明
代
の
軍
戸

･
竃
戸
'
晴
代
の
騨
戸
な
ど
､

受
刑
者
と
同
様
の
労
働
に
就
-
者
た
ち
が
､

一
種
の
終
身
的
な
い
し
世
襲
的

特
殊
身
分
と
み
な
し
う
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
も
､
こ
れ
ら
の
刑
罰
が
追
放

刑
で
あ

っ
た
こ
と
の
謹
左
と
な
ろ
う
｡
前
漠
初
期
ま
で
が

｢蹄
還
不
能
な
追

放
刑
｣
を
中
心
と
す
る
時
代
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
唐
代
後
半
か
ら
清
末
に

至
る
ま
で
は

｢蹄
還
可
能
な
追
放
刑
｣
を
中
心
と
す
る
時
代
で
あ

っ
た
｡
さ

て
､
も
し
も
こ
の
時
代
の
刑
罰
の
中
心
的
性
格
が
追
放
な
の
だ
と
す
る
と
､

服
役
期
間
中
に
官
奴
姫
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
る
唐
代
の
徒
刑
も
､
そ
し
て

や
は
-
官
有
の
奴
埠
と
同
様
の
役
傍
を
受
け
る
前
漠
の
刑
制
改
革
以
後
の
強

制
労
働
刑
も
､
有
期
的
な
特
殊
身
分
化
と
い
う
意
味
で
の
追
放
の
性
格
を
色

濃
-
も

っ
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
｡
刑
制
改
革
後
も
刑
徒
や
刑
徐
の

者
に
封
し
て
積
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
追
放
刑
か
ら
強
制
労
働
刑

へ
の
系
譜
的
連
頼
性
だ
け
で
な
-
､
強
制
労
働
刑
が
追
放
の
性
格
を
根
強
-

保
持
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
も
ち
ろ
ん
､
刑
罰

の
性
格
は
多
義
的
で
あ
-
､
そ
の
本
質
が
正
義

･
癒
報
で
あ
る
こ
と
は
本
書

も
指
摘
し
て
い
る
｡
漠
代
か
ら
唐
代
の
強
制
労
働
刑

･
徒
刑
の
受
刑
者
が
就

い
た
労
働
に
は

一
般
人
民
も
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
追
放
の
側

面
ば
か
-
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
末
代
の
編
管
の
よ

う
な
野
放
囲
な
刑
罰
が
刑
罰
と
し
て
成
-
立
ち
え
た
こ
と
､
晴
代
に
は
徒
刑

ま
で
が
追
放
刑
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
は
'
前
近
代
中
国
を
通
じ
て
刑

罰
が
追
放
と
い
う
中
心
的
性
格
を
失
わ
ず
に
い
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
よ
う

な
気
が
し
て
な
ら
な
い
｡

最
後
に
､
本
書
か
ら
得
た
印
象
を
記
し
て
お
き
た
い
｡
本
書
は
無
味
乾
燥

な
事
賓
の
羅
列
を
避
け
る
た
め
に
､
法
典
に
つ
い
て
は
三
つ
の
分
析
項
目
､

刑
罰
に
つ
い
て
も
追
放
刑

･
強
制
労
働
刑
と
い
う
分
析
概
念
を
導
入
し
た
｡

こ
れ
に
加
え
て
本
書
を
理
解
し
や
す
い
も
の
と
し
て
い
る
の
が
､
因
果
関
係

と
個
性

へ
の
着
目
で
あ
る
｡
歴
史
は
因
果
関
係
の
積
み
重
ね
で
あ
-
､
ま
た

個
性
の
営
為
の
集
合
腰
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
が
､
通
史
的
叙
述
に

お
い
て
は
こ
れ
ら

へ
の
関
心
は
薄
-
な
-
が
ち
で
あ
る
｡
本
書
は
意
識
的
に

こ
れ
ら
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
-
､
羅
列
的
記
述
を
注
意
深
-
避
け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
刑
罰
制
度
の
奨
蓮
の
背
景
に
常
に
社
食
経
済
史

的
因
果
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
､
唯
物
史
観
の
癒
用
を
は
る
か
に
超
え

た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
｡
未
の
編
数
が
政
令
格
式

へ
と
成
長
し
て
ゆ
-
過
程

な
ど
､
歴
史
的
因
果
の
説
明
が
な
-
､
紳
宗
と
い
う
個
性

へ
の
着
目
が
な
け

れ
ば
､
讃
む
に
堪
え
な
い
記
述
と
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
個
性

へ

の
着
目
は
明
の
洪
武
帝
に
至

っ
て
極
ま
る
｡
律
の
部
分
改
正
を
許
容
す
る
ほ

ど
の
法
典
編
纂

へ
の
開
輿
､
政
治
的
粛
清
と
大
詰
と
の
関
係
､
洪
武
七
年
律

と
九
年
律
の
閲
の
中
開
律
が
歴
史
的
記
録
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
過
程
に
関
す
る
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記
述
な
ど
は
､
本
書
の
白
眉
と
言
え
よ
う
｡

本
書
刊
行
後
､
昨
夏
の
東
洋
法
制
史
研
究
合
の
席
上
で
滋
賀
氏
は
こ
う
語

っ
た
｡
｢
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
し
よ
う
と
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
た

だ
､
丹
念
に
事
賓
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
-
だ
け
な
の
だ
｡
し
か
し
､
辛
苦
を

明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
､
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
の

だ
｣
｡
本
書

の

｢
お
も
し
ろ
さ
｣
は
ま
さ
に
こ
こ
に
馨
し
て
い
る
｡
史
料
解

稗
に
お
け
る
牒
系
的
理
解
の
重
要
性
を
強
調
す
る
附
録
篇
の
各
章
に
代
表
さ

れ
る
厳
し
さ
は
､
丹
念
に
史
料
を
謹
み
込
む
こ
と
な
-
､
線
断
と
速
断
で
組

み
上
げ
た
主
張

へ
と
向
け
ら
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
主
張
を
な
す
こ
と
は
､
辛

苦

の
地
道
な
追
究
を
忘
れ
て

｢
お
も
し
ろ
さ
｣
だ
け
を
目
指
す
､
研
究
者
と

し
て
の
基
本
を
忘
れ
た
態
度
だ
か
ら
で
あ
る
｡
法
制
史
研
究
者
で
あ
ろ
う
と

東
洋
史
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
研
究
者
と
し
て
の
基
本
的
な
姿
を
失

っ
て
は
な

ら
な
い
､
と
の
叱
責
を
本
書
か
ら
受
け
た
思
い
が
す
る
｡
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