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清
代
訴
訟
制
度
に
お
け
る
民
事
的
法
源
の
概
括
的
検
討

滋

秀

賀

ど
の
園
の
法
制
史
に
お
い
て
も
、
法
源
に
つ
い
て
の
研
究
が
不
可
依
で
あ
る
。
む
し
ろ
法
制
史
は
ま
ず
は
法
源
の
論
述
か
ら
始
ま
る
と
い
っ

て
も
よ
い
。
中
園
法
制
史
に
お
い
て
法
源
論
は
、
い
わ
ゆ
る
法
典
編
纂
の
沿
革
の
問
題
と
し
て
古
く
か
ら
研
究
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
方
向
に
お

い
て
も
帰
す
べ
き
こ
と
は
な
お
無
数
に
蔑
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
法
源
論
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
遁
が
あ
り
、
む
し
ろ
不
可
歓
で
も
あ
る
。

- 74ー

そ
れ
は
、
現
買
の
訴
訟
の
場
に
お
い
て
、
何
が
裁
剣
の
擦
り
慮
と
さ
れ
た
か
を
、
裁
判
事
例
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
遣
で
あ

り
、
本
稿
は
そ
の
試
み
で
あ
る
。

お
よ
そ
訴
訟
に
お
い
て
賞
事
者
は
ー
ー
そ
の

一
方
も
し
く
は
墜
方
が
|

|
或
る
利
盆
の
断
念
を
求
め
ら
れ
、

な
い
し
は
刑
罰
、
賠
償
等
の
不

利
益
を
課
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
嘗
事
者
に
そ
の
好
ま
ざ
る
と
こ
ろ
を
押
し
つ
け
て
受
入
れ
を
迫
る
公
権
力
の
判
断
・
意
欲
の
表
明
で
あ
る
と

こ
ろ
の
裁
判
に
は
、
い
や
が
る
賞
事
者
に
も
あ
な
が
ち
に
無
理
で
は
な
い
と
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば

裁
判
は
、
何
ら
か
普
遍
的
な
判
断
基
準
に
照
ら
し
て
嘗
該
案
件
を
裁
く
も
の
で
あ
り
、
誰
で
も
似
た
よ
う
な
朕
況
の
下
に
お
い
て
は
似
た
よ
う

な
裁
き
を
受
け
る
筈
で
あ
っ
て
、
或
者
だ
け
が
気
紛
れ
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
保
障
を
、
何
が
し
か
の
程
度
に
せ
よ
嘗
事

者
に
感
。
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
に
言
う
ゥ
何
ら
か
普
遍
的
な
剣
断
基
準
。

て
、
そ
れ
を
本
稿
に
お
い
て
は
法
源
と
呼
び
た
い
と
思
う
。

な
る
も
の
を
可
能
な
る
限
り
農
義
に
と
ら
え



清
代
に
わ
れ
わ
れ
の
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
の
よ
う
に
終
始
異
っ
た
軌
道
の
上
を
準
む
二
本
立
て
の
手
績
が
あ
っ
た
の
で
な
い
け
れ
ど
も
、

徒
以
上
の
刑
罰
を
課
そ
う
と
す
る
手
績
と
そ
う
で
な
い
手
績
と
は
は
っ
き
り
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
は
州
照
段
階

で
は
剣
決
立
案
を
す
る
の
み
で
、
一
件
書
類
を
被
告
人
の
身
柄
と
と
も
に
上
級
機
関
に
、
迭
り
、
所
定
の
覆
審
を
鰹
た
上
で
剣
決
が
定
ま
る
。
剣

決
は
厳
格
に
法
律
に
依
援
し
先
例
を
参
照
し
て
割
り
出
さ
れ
る
。
必
要
に
雁
じ
て
皇
帝
の
権
威
に
よ
っ
て
徴
修
正
が
加
え
ら
れ
う
る
が
、
そ
の

徴
修
正
が
ま
た
先
例
と
な
り
さ
ら
に
は
し
ば
し
ば
法
律
の
新
た
な
俊
文
と
な
っ
て
定
着
す
る
。
幾
層
も
の
上
級
者
の
批
判
の
眼
に
耐
え
ら
れ
る

ょ
う
州
鯨
の
立
案
は
細
心
周
到
た
る
を
要
し
、
こ
こ
で
過
誤
を
犯
せ
ば
懲
戒
慮
分
の
割
象
と
な
り
勤
務
評
定
上
に
失
黙
を
記
録
す
る
こ
と
に
な

る
。
以
上
を
狭
義
の
刑
事
手
績
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
劃
し
て
徒
以
上
の
刑
罰
の
問
題
を
含
ま
な
い
|
|
或
は
含
ん
で
い
て
も
正
規
に
取
上
げ
な
い
|
|
案
件
は
州
鯨
限
り
の
裁
剣
に
委
ね

ら
れ
る
ゆ
え
、
こ
れ
を
〔
州
豚
〕
自
理
詞
訟
と
稽
し
、
上
級
機
関
は
嘗
事
者
の
上
訴
が
あ
っ
た
と
き
に
だ
け
介
入
し
た
。
そ
の
手
績
は
、
恰
も

わ
れ
わ
れ
の
戦
前
戦
後
の
警
察
に
お
け
る
、
違
警
罪
卸
決
な
い
し
微
罪
慮
分
の
機
能
と
も
め
ご
と
「
相
談
」
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
る
民
事
調
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濠
然

一
鐙
と
な

っ
て
堂
々
と

制
度
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
性
格
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
雨
賞
事
者
お
よ
び
関
係
人
・
誼
人
等
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
相
互
に
封
決
を
な
さ
し
め
、
書
誼
・
物
謹
を
調
べ
て
案
件
の
事
貫
関
係
を
把

停
的
機
能
と
が
、

裁
剣
官
た
る
知
州
知
豚

握
し
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
の
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
自
由
心
誼
主
義
に
基
い
て
一
方
的
に
事
責
認
定
を
下
す
の

で
な
し
に
、
不
買
を
申
立
て
て
い
る
と
院
ん
だ
嘗
事
者
や
誼
人
、
偽
造
・
愛
造
と
腕
ん
だ
書
誼
の
提
出
者
に
射
し
て
、
矛
盾
を
突
き
つ
け
時
に

は
拷
問
的
手
段
ま
で
も
用
い
て
畏
れ
入
ら
せ
|
|
と
く
に
意
表
を
つ
く
よ
う
な
反
封
事
買
を
突
き
つ
け
る
と
数
果
が
あ
る
|
|
返
す
言
葉
の
な

い
朕
態
に
這
込
む
と
い
う
手
法
が
取
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
事
責
認
識
に
基
い
て
下
さ
れ
る
裁
判
の
結
論
も
、
こ
れ
ま
た
一
方
的
言
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渡
し
に
よ
っ
て
瑳
殺
す
る
の
で
な
く
し
て
、
嘗
事
者
の
受
諾
を
求
め
か
つ
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
各
首
事
者
が
「
遁
依
結
朕
」
と
稽
す
る
誓
約

書
を
提
出
し
て
剣
決
を
受
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
一
件
は
一
腰
落
着
す
る
。
た
だ
し
一
醸
の
落
着
で
あ
っ

て
上
訴
・
再
訴
の
道
は
理
論

的
に
は
無
限
に
聞
か
れ
て
い
た
。
裁
剣
官
は
、
身
柄
の
拘
束
や
慣
例
上
認
め
ら
れ
る
或
る
種
の
鐙
罰
な
ど
彼
の
権
限
に
属
す
る
強
制
力
の
震
動
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|
|
そ
れ
は
負
目
あ
る
嘗
事
者
を
懲
ら
し
め
て
相
手
方
を
満
足
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
判
決
の
受
諾
を
迫
る
脅
し
と
し
て
も
機

能
し
た
|
|
と
、
人
の
世
の
道
理
と
大
局
的
に
見
た
利
害
を
読
き
き
か
せ
る
勧
誘
・
教
導
と
、
南
方
の
手
段
を
駆
使
し
て
一

一件
落
着
を
目
指
し

た
。
つ
ま
り
調
停
的
色
彩
の
強
い
裁
判
で
あ
り
、

D
・
F
-
へ
ン
ダ
l
ソ
ン
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
数
識
的
調
停

2
E
R江
口

n
O
R
E
2
0
乙

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
一
件
ご
と
の
判
断
の
適
否
を
勤
務
評
定
の
上
で
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
手
績
領
域
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
制
。

「
聴
訟
」
と
は
大
韓

な
お
、
狭
義
の
刑
事
手
績
が
何
時
か
ら
開
始
す
る
か
は
一
定
し
な
い
。
事
件
の
護
端
か
ら
し
て
す
で
に
刑
事
手
績
に
進
む
も
の
と
の
見
嘗
が

つ
き
そ
の
よ
う
に
運
ば
れ
る
案
件
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
聴
訟
の
過
程
に
お
い
て
一
件
を
或
は
一
件
の
う
ち
の
或
る
要
素
を
刑
事
手
績
に
移

す
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
る
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
裁
判
官
が
そ
れ
を
判
断
し
た
時
貼
か
ら
刑
事
手
績
が
始
ま
り
、
調
書
の
作
り
方
も
襲
っ
て
来

戸
「

υ

る
。
理
論
的
に
言
え
ば
聴
訟
の
結
審
の
時
貼
ま
で
刑
事
手
綴
へ
の
移
行
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
到
。
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以
上
の
よ
う
な
訴
訟
制
度
の
う
ち
、
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
聴
訟
の
場
を
視
野
の
う
ち
に
お
く
も
の
で
あ
る
。

裁
判
を
含
め
て
一
般
に
民
政
に
闘
す
る
清
代
の
史
料
文
献
を
或
る
程
度
讃
み
あ
さ
る
と
、
品
目
田
時
の
人
士
が
公
務
の
鹿
理
に
お
レ
て
自
己
の
剣

断
の
指
針
と
し
て
思
い
め
ぐ
ら
し
、
折
に
ふ
れ
て
口
に
す
る
言
葉
に
、

「法」

「理」

「
情
」
の
三
者
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
附
く
。
三
者
に

そ
れ
ぞ
れ
字
を
冠
し
て
そ
の
含
意
を
岡
明
す
れ
ば

「
園
法
」
(
な
い
し
「
園
家
律
法
」

「
人
情
」
と
な
る
。
た

「
園
法
王
章
」
な
ど
〉
、

「
天
理
」

と
え
ば
清
初
の
湯
斌
は
官
に
あ
る
者
の
心
得
を
説
い
て

儒
者
不
患
不
信
理
、
患
在
信
之
過
。
市
用
法
遁
巌
者
、
亦
是
一
病
。

天
地
問
、

原
並
行
不
惇
。
如
官
司
有

法
情
理
二
全
一
の
誤
か
)
字
、

弗
稀
職
者
、
若
優
容
胎
害
固
不
可
。
必
嫉
之
過
市
加
以
重
罪
、
至
陳
命
析
産
亦
不
忍
。
有
仁
術
鷲
。
軽
其
罪
使
之
蚤
去
、
則
我
亦
不
流
於

残
、
而
民
己
除
其
害
実
。



と
い
引
。
官
が
お
っ
と
り
と
構
え
て
悪
事
の
横
行
を
ゆ
る
す
の
は
よ
く
な
い
が
、
取
締
り
が
巌
に
過
ぎ
て
犠
牲
者
を
多
く
す
る
の
も
仁
者
の
な

す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
敬
訓
を
、
「
天
地
の
開
、
法
と
情
理
の
二
字

(法

・
情

・
理
の
三
字
?
)
、
原
と
よ
り
並
び
行
わ
れ
て
惇
ら
ず
」

と
い
う
一
般
的
命
題
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
る
。
光
緒
年
間
快
西
省
布
政
使
で
あ
っ
た
焚
培
鮮
が
、
威
陽
・
長
安
二
鯨
に
お
け
る
、
刑
制
近

代
化
の
一
環
と
し
て
嘗
時
始
ま
っ
た
習
塾
所
(
刑
務
所
)
の
施
設
・
運
営
の
た
め
に、

藩
庫
す
な
わ
ち
省
の
禽
計
か
ら
支
出
を
求
め
て
提
出
さ

れ
た
申
請
書
を
却
下
す
る
の
に

(
上
略
)
査
外
鯨
皆
令
監
犯
習
塾
、
従
無
在
司
庫
請
款
者
。
彼
威
・
長
雨
照
之
罪
犯
、
何
濁
如
是
之
値
銭
耶
。
園
計
有
常
、
庫
儲
不
易
。

情
理
興
法
、
三
者
皆
講
不
去
。
司
庫
何
敢
出
此
無
名
之
費
、
昇
諸
有
罪
之
人
。
仰
自
輿
雨
鯨
等
商
。
本
司
不
管
。

と
て
、
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「
情
理
と
法
と
三
者
み
な
す
じ
が
通
ら
ぬ
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ら
が
明
瞭
に
三
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。
刑
法
の
遁
用
を
め
ぐ
っ
て
も
こ
の
三
者
が
勘
案
さ
れ
る
。
嘉
慶
年
聞
大
名
府
知
府
の
任
に
あ
っ
た
張
五
緯
は
、
或
る
訴
肢
に
劃
し
て
書

き
輿
え
た
批
詞
の
な
か
で
、
己
れ
が
如
何
に
聴
訟
に
心
を
登
す
か
を
説
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

負
屈
含
菟
者
之
呈
訴
、
本
府
従
不
樺
煩
畏
第
。
或
一
事
執
法
除
暴
;
或
一
事
委
曲
原
情
。
或
一
事
開
導
愚
蒙

一
時
之
誤
、
使
南
造
、
氷
掃
和

好
、
停
訟
案
、
氷
断
葛
藤
;
或
一
事
訊
係
理
不
可
寛
、
情
不
可
容
、
法
不
可
賀
、
立
予
照
例
究
治
、
藷
以
示
警
愚
頑
。

理
と
情
と
法
の
精
神
と
、
ど
の
面
か
ら
見
て
も
悪
質
で
酌
量
の
徐
地
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
「
照
例
究
治
」
す
な
わ
ち
正

規
の
刑
事
事
件
と
し
て
巌
正
に
刑
法
を
適
用
す
る
の
だ
と
言
う
。
張
五
緯
は
ま
た
別
の
機
舎
に
、
他
人
に
殴
ら
れ
た
恨
み
を
不
用
意
に
老
父
に

語
り
、
怒
っ
た
父
と
相
共
に
仕
返
し
に
出
か
け
、
父
が
傷
害
事
件
を
起
す
機
縁
を
つ
く
っ
た
息
子
の
行
震
を
責
め
て

挟
諸
天
理
・
人
情
・
園
法
、
質
属
罪
無
可
遣
。

と
言
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
表
現
は
刑
案
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
乾
隆
八
年
七
月
刑
部
が
旨
を
奉
じ
て
駁
回
し
た
一
件
に

査
此
案
劉
元
照
・
劉
元
照
商
同
謀
殺
胞
弟
劉
満
仔
起
郎
、
以
致
伊
父
劉
奇
英
・
母
李
氏
倶
被
劉
方
通

・
李
世
順
立
時
殺
死
。
乃
劉
元
岡
山等

忍
心
滅
性
、
既
不
首
告
伸
寛
子
前
、
復
敢
撞
屍
棄
埋
子
後
。
其
逆
悪
之
罪
、
己
負
天
理
人
情
所
不
容
、
叉
量
園
法
王
章
可
少
貸
。
該
撫
以
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律
無
正
候
可
以
引
用
、
僅
将
劉
元
照
比
照
子
孫
段
棄
祖
父
母
父
母
身
屍
律
、
擬
斬
監
候
、
劉
元
照
依
魚
従
律
擬
流
、
情
罪
未
協
o

A
リ

と
い
っ
て
い
る
の
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
剣
語
か
ら
例
を
探
せ
ば
、
道
光
末
年
江
西
省
潜
陽
豚
に
お
け
る
沈
街
慶
の
剣
語
に
、
冒
頭

蓋
聞
父
子
夫
婦
、
並
重
於
大
倫
。
園
法
人
情
、
必
衷
諸
天
理
。

、引

U
，

と
書
き
起
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
婚
約
中
の
雨
家
の
聞
に
闘
殴
事
件
が
起
っ
て
訴
訟
と
な
り
、
そ
れ
自
鐙
は
解
決
し
た
に
も
拘
ら

ず
、
女
家
は
こ
れ
を
根
に
も
っ
て
婚
約
を
破
段
し
よ
う
と
し
、
男
家
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
か
ら
起
っ
た
訴
訟
で
あ
る
。
女
家
を
説
得
し
ょ

う
と
し
て
も
聴
き
い
れ
ず
、

父
は
、
も
し
輿
入
れ
す
れ
ば
女
は
そ
の
日
の
う
ち
に
自
殺
す
る
だ
ろ
う
と
言
い
、
女
も
ま
た
、
た
と
え

一
生
嫁
せ

ず
と
も
父
の
墜
に
は
嫁
が
な
い
と
言
い
張
る
。
沈
街
慶
は
、
女
は
終
身
父
の
家
に
あ
っ
て
貞
節
を
守
れ
、
男
は
妻
を
妻
つ
て
は
な
ら
な
い
、
妾

「
如
此

一
嬰
通
関
、
庶
倫
紀
足
以
相
維
、
市
情
法
似
魔
粂
壷
」
と
い
う
。

を
要
る
が
よ
い
と
い
う
裁
き
を
下
し

つ
ま
り
回
目
頭
の
言
葉
は
、
闘

殴
事
件
ぐ
ら
い
で
は
婚
約
解
消
を
認
め
な
い
と
い
う
園
法
の
立
場
と
、
嫌
が
る
も
の
を
無
理
に
嫁
入
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
人
情
の

d
o，
 

要
請
と
を
、
天
理
に
よ
っ
て
折
衷
す
る
の
だ
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

- 78ー

薙
正
期
の
名
土
徐
土
林
が
安
徽
省
安
慶
府
お
よ
び
一
幅
建
省
汀
浮
道
に
お
い
て
書
き
輿
え
た
剣
語
を
集
め
た
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
一
語
』
な
る
一
書

が
あ
り
、
光
緒
二
十
四
年
覆
刻
す
る
に
嘗
っ
て
そ
の
序
を
書
い
た
李
租
年
は
、

徐
士
林
の
裁
判
ぶ
り
を
賞
讃
し
て

乃
槻
是
書
、
握

一
獄
之
閥
鍵
、
断
衆
口
之
異
問
、
市
折
以
是
非
之
至
嘗
。
授
之
天
理
而
安
、
推
之
人
情
而
準
、
比
之
園
家
律
法
、
而
無
事

麓
之
出
入
。
時
、
何
其
紳
也
。

と
言
う
。
天
理
を
考
え
て
も
不
安
が
な
く
、
人
情
を
考
え
て
も
均
衡
が
と
れ
て
お
り
、
園
家
の
法
律
に
も
適
合
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
三

者
ど
の
面
か
ら
考
え
て
も
無
理
が
な
い
こ
と
が
裁
剣
の
要
諦
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
者
こ
そ
聴
訟
の
場

A
旬
守

ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

に
お
け
る
本
稿
で
い
う
意
味
の
法
源
で
あ
っ
た
の
だ
と
見
首
を
つ
け
て
、



「
園
法
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
別
段
の
説
明
を
要
し
な
い
。
そ
れ
は
園
家
の
制
定
法
で
あ
る
。
事
質
、
剣
語
の
な
か
で
し
ば

A
訓
ヲ

し
ば
法
が
引
照
さ
れ
て
い
る
。

「法」

「
律
載
:
」

「
例
載
:
」
と
前
置
し
て
俊
文
の
一
部
も
し
く
は
全
部
を
原
文
通
り
に
引
用
す
る
の
が
最
も
明
確

尚司'nu
、

。

例
准
告
官
改
嫁
」
、
「
夫
管
業
必
以
印
契
、
家
譜
例
不
篤

な
仕
方
で
あ
り
そ
の
例
は
枚
奉
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
ま
た
「
若
英
夫
逃
亡
不
還
、

帥

ヵ

。
。ん川
u
、

意
」
、
「
且
該
氏
明
有
丈
夫
、
匿
不
出
名
、
臆
以
婦
女
主
訟
、
尤
干
例
禁
」
な
ど
の
よ
う
に
取
意
な
い
し
暗
示
の
文
盟
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

制

9
ん
け
い

「
女
得
絶
産
、
理
之
嘗
然
。
母
以
産
陪
嫁
、
例
所
不
禁
」
、
「
出
妻
例
令
大
蹄
。
並
無
告
官
嫁
買
之
文
」
な
ど
は
規
定
が
な
い
と
い
う
側
面
か
ら

「
例
と
し
て
」
と
訓
請
さ
れ
る
例
の
字
、
そ
し
て
「
例
禁
」

熟
語
が
、
園
家
の
法
規
を
言
う
と
き
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
剣
語
に
お
け
る
園
法
へ
の
引
照
を
或
る
程
度
贋
く
拾

っ
て
見
た
結
果
の
組
合
的
所
見
と
し
て
、

や
は
り
法
を
引
照
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
右
に
見
る
よ
う
に
、

「
定
例
」
な
ど
の

つ
ぎ
の
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
す
べ
て
の
な
い
し
は
大
多
数
の
案
件
に
お
い
て
園
法
が
引
照
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
園
法
に
は
言
及
す
る
こ
と
な

- 79-

周
知
の
よ
う
に
民
事
の
法
源
と
な
り
う
る
よ
う
な
園
法
の
候
文
は
極
め
て
敷
が
少
な
い

し
に
結
論
を
出
し
て
い
る
案
件
の
方
が
数
が
多
い
。

し
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
聴
訟
の
場
で
、
州
勝
自
理
の
範
固
に
入
る
軽
罪
に
つ
い
て
は
改
ま
っ
て
擬
律
を
し
な
い
の
が
常
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
で
も
あ
る
。
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第
二
に
、
剣
語
に
お
い
て
引
照
さ
れ
る
園
法
と
は
、
具
笹
的
に
言
え
ば
、
大
盤
に
お
い
て
『
大
清
律
例
』
な
る
た
だ
一
つ
の
法
典
に
限
ら
れ

る
。
清
朝
に
は
『
大
清
禽
典
』
『
舎
典
事
例
』
を
始
め
各
部
の
『
則
例
』
な
ど
な
ど
、
法
制
的
な
編
纂
物
が
多
数
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら

制

が
は

っ
き
り
引
照
さ
れ
て
い
る
箇
慮
を
剣
語
の
な
か
に
殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
或
る
里
行
立
法
を
引
照
す
る
こ
と
は
な
い
で
は
な

い
。
た
と
え
ば

、引
M
，

欽
遭
難
正
四
年
論
争
:
「
年
久
被
失
之
地
、
所
有
無
意
詞
告
、

該
街
門
倶
行
註
鋤
」

所
有
新
源
地
畝
、
着
援
照
乾
隆
五
十
七
年
議
定
援
補
之
例
、
各
自
肺
各
競
、
援
給
業
戸
領
制
一。

査
乾
隆
三
十
五
年
定
例

:

「
典
契
十
年
以
外
補
税
」
。
叉
善
後
局
新
章

:
「
凡
承
嘗
併
援
各
約
援
、

照
買
貰
田
房
、

帥

一
律
納
税
」
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A
制
ヲ

h
M、

迎
紳
寮
舎
等
項
、
数
民
菟
其
汲
費
。
前
組
組
理
街
門
逼
行
直
省
、
時
間
誌
在
案
。

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
買
は
右
は
筆
者
が
今
ま
で
に
拾
い
得
た
す
べ
て
で
あ
り
、

帥

そ
の
頻
度
は
極
め
て
低
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

A
N
v
 

hwwv
 

の
ほ
か
に
地
方
の
定
例
|
|
編
纂
さ
れ
れ
ば
『
省
例
』
と
な
る
ー
ー
を
引
い
て
い
る
も
の
が
若
干
見
出
さ
れ
る
。
他
面
、
逐
一
俊
文
に
嘗
ら
な

伺

い
で
も
官
員
の
常
識
と
し
て
頭
の
中
に
あ
る
行
政
慣
例
を
、
「
例
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
の

見
落
し
ゃ
調
べ
の
不
足
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
は
あ
る
が
、
大
韓
に
お
い
て
、
六
法
全
書
と
も
い
う
べ
き
『
大
清
律
例
』
は
、
民
の
訟
を
聴
く

者
の
参
考
用
と
し
て
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
こ
れ
だ
け
で
用
の
足
り
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

南
宋
の
剣
語
集
で
あ
る

『
名
公
害
剣
清
明

集
』
か
ら
は
、
賞
時
の
法
典
が
殆
ん
ど
今
日
に
俸
存
し
な
い
た
め
で
は
あ
る
が
、
他
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
少
な
か
ら
ざ
る
分
量
の
重

同
開

要
な
民
事
的
法
規
が
拾
集
し
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
清
代
の
剣
語
に
同
様
の
期
待
を
か
け
て
も
そ
れ
は
空
し
い
。

な
お
ま
た
、
清
代
の
「
刑
案
」
の
類
の
書
籍
に
牧
め
ら
れ
た
刑
事
案
件
に
お
い
て
は
、
擬
律
の
適
否

l
!換
言
す
れ
ば
量
刑
の
安
嘗
性
ー
ー

を
め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
成
案
す
な
わ
ち
判
例
が
高
い
頻
度
で
引
照
さ
れ
る
の
と
封
瞭
的
に
、
剣
語
の
な
か
で
、
事
案
の
民
事
的
庭
理
を
め
ぐ

- 80ー

っ
て
何
ら
か
の
裁
判
の
前
例
が
引
照
さ
れ
る
こ
と
は

光
緒
初
年
江
西
省
各
地
の
知
豚
を
歴
任
し
た
董
怖
の
剣
語

』
れ
ま
た
絶
無
に
近
い
。

|
|
子
な
く
し
て
死
亡
し
た
弟
の
後
に
、

そ
の
寡
妻
が
従
姪
(
故
人
の
従
兄
弟
の
子
〉
を
立
嗣
し
た
こ
と
を
不
満
と
し
て
、

兄
が
己
れ
の
子
を
立

て
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
訴
欣
を
却
下
す
る
「
批
」

l
ー
の
な
か
に

威
豊
中
湘
陰
鯨
副
賂
周
清
元
陣
亡
。
其
妻
柳
氏
己
立
堂
姪
纏
熊
魚
子
。
其
後
周
南
汀
欲
伊
兄
子
入
嗣
、
興
之
争
訟
。
郭
撫
胡
文
忠
公
批
筒

該
服
、
立
終
周
南
汀
巌
行
懲
慮
。
此
蓄
案
也
。
:
:
:
有
例
可
援
、
有
案
可
援
。
副
使
依
法
懲
治
、
以
正
風
化
、
亦
何
所
惜
。

A
喝
4
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と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
僅
か
に
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
官
員
の
聞
で
お
の
，
す
か
ら
裁
判
に
閲
す
る
情
報
や
経
験
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
た
け
れ
ど
側
、
確
立
し
た
剣
例
法
が
誕
生
す
る
下
地
は
全
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
馴
れ
た
目
で
『
元
典
章
』
を
見
返
す
と
、
民
事
的
事
項
に

、UH
H，

ム目
v

つ
い
て
ま
で
中
央
政
府
に
よ
る
判
例
統

一
志
向
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
、
新
鮮
な
驚
き
を
費
え
る
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
大
清

律
例
を
見
て
、
民
事
的
法
源
と
し
て
は
不
備

・
暖
味
さ
を
感
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
清
代
民
事
法
の
不
備

・
陵
味
き
で
あ
っ
た
と



考
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

第
三
に
、
園
法
が
引
照
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
裁
判
官
が
巌
密
に
法
の
文
字
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
園

法
の
刑
事
的
側
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
法
に
照
ら
せ
ば
徒
以
上
の
刑
に
嘗
た
る
事
件
で
あ
っ
て
も
、
狭
義
の
刑
事
手
績
に
の
せ
て
上
級
へ
遺
る

こ
と
を
し
な
い
で
、
州
豚
限
り
の
裁
量
に
よ
っ
て
軽
い
懲
ら
し
め
で
済
ま
せ
た
り
、
将
来
を
戒
め
た
上
で
放
菟
し
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

d
q
 

か
っ
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
謹
告
罪
と
威
逼
致
死
罪
を
例
に
取
っ
た
中
村
茂
夫
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り

枕
お
ま
た
、
律
例
の
刑
罰
規
定
の
う
ち
、
答
杖
糊
競
ま
で
の
刑
は
剣
語
の
な
か
で
正
確
に
擬
律
さ
れ
て
い
る
例
を
極
め
て
僅
か
し
か
見
か
け

ム
M
V

な
い
。
し
か
も
そ
の
殆
ん
ど
組
て
が
上
級
か
ら
下
げ
渡
さ
れ
た
ー
ー
し
た
が
っ
て
上
級
へ
の
報
告
を
要
す
る
1
1
1
案
件
で
あ
る
。
他
面
、
剣
語

の
な
か
に
、
伽
競
や
杖
責
(
法
律
で
い
う
答
・
杖
。
寅
際
に
は
「
板
」
と
い
う
刑
具
で
啓
・
股
を
打
つ
〉
の
ほ
か
、

掌
責
(
卒
手
で
頬
を
打
つ
)
、
敵
手
心

(
戒
尺
と
い
う
刑
具
で
手
の
甲
を
打
つ
〉
、

「
罰
」
す
な
わ
ち
罰
金
な
ど
を
課
す
る
例
が
|
|
と
く
に
杖
責
・
掌
責
は
枚
奉
に
暇
な
く
|
|
現
わ
れ

- 81ー

る
。
殆
ん
ど
の
場
合
に
そ
の
法
規
上
の
根
譲
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
掌
責
な
ど
は
そ
の
種
目
名
稿
自
瞳
が
そ
も
そ
も
法
規
の
上
に
は
全
然
現
わ

れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
的
根
援
を
示
し
う
る
筈
も
な
い
。
知
州
知
鯨
に
は
、
地
方
行
政
長
官
と
し
て
の
職
責
の
遂
行
上
必
要
が
あ

れ
ば
何
時
で
も
伽
競
以
下
の
鐙
罰
の
よ
う
な
強
制
手
段
を
鼓
動
す
る
こ
と
が
、
そ
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
裁
剣
に
お
い

て
も
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軽
い
犯
罪
は
こ
れ
に
よ
っ
て
慮
理
さ
れ
て
し
ま
う
ゆ
え
に
正
規
に
擬
律
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ

の
限
り
で
、
律
例
の
柳
時
産
ロ
杖
の
罰
僚
は
、
或
る
行
震
が
軽
犯
罪
で
あ
る
ぞ
と
警
告
す
る
意
味
を
も
つ
だ
け
で
、
刑
の
量
定
の
尺
度
と
し
て
は

、Aω
γ

撫
用
に
な
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
っ
、
律
例
に
規
定
さ
れ
る
軽
犯
罪
の
す
べ
て
が
寅
際
に
鐙
罰
の
封
象
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い

制

し
、
法
に
規
定
は
な
く
と
も
と
か
く
に
瞳
罰
を
喰
ら
い
や
す
い
行
魚
類
型
も
認
め
ら
れ
る
。
何
を
ど
の
よ
う
に
懲
ら
し
め
る
か
は
結
局
は
裁
判

A
ハワ

官
た
る
地
方
長
官
の
裁
量
次
第
で
あ
っ
的
。
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園
法
の
民
事
的
側
面
を
見
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
重
婚
約
に
お
い
て
、
法
は
あ
く
ま
で
も
前
約
を
有
数
、
後
約
を
無
数
と
し
、
も

し
前
約
の
男
家
が
主
張
を
譲
ら
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
後
約
が
履
行
さ
れ
て
成
婚
に
至
っ
て
い
て
も
、
女
は
取
戻
さ
れ
て
前
約
の
夫
に
掃
す
ベ
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A
内
マ

き
も
の
と
規
定
す
る
け
れ
ど
も
、
貫
際
に
は
後
約
の
既
成
事
買
を
認
め
て
金
銭
賠
償
で
問
題
を
解
決
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
し
、
買
休
買

休
(
雌
婚
の
頁
買
〉
す
な
わ
ち
自
己
の
妻
を
金
銭
と
引
替
え
に
他
人
の
妻
と
す
る
行
魚
は
こ
れ
を
慮
罰
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
妻
は
本
夫
か
ら

も
後
夫
か
ら
も
離
れ
て
貫
家
に
師
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
法
は
規
定
す
る
け
れ
ど
も
、
情
況
如
何
に
よ
っ
て
後
夫
と
の
開
係
を
追
認
し
て
事
を
牧

‘
ad，
 

h
M
V
 

め
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
家
産
分
割
を
め
ぐ
る
紛
争
の
出
訴
期
限
を
定
め
た
篠
例
な
ど
は
、
そ
の
存
在
が
殆
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た

A
リ

ん
胸
、

の
で
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

他
面
に
、
法
の
文
言
は
要
件
を
特
定
し
て
規
定
し
て
い
る
場
合
に
、
必
ず
し
も
そ
の
特
定
さ
れ
た
要
件
に
拘
束
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た

法
の
精
神
を
一
般
化
し
て
判
断
の
基
礎
と
す
る
現
象
も
見
ら
れ
る
。
道
光
年
間
快
西
省
鳳
開
府
知
府
で
あ
っ
た
郎
埋
の
剣
語
に
、
子
な
く
し
て

死
亡
し
た
者
の
後
を
め
ぐ
る
同
族
聞
の
相
綴
争
い
に
お
い
て
、

品
』
，

'M
胸
、

外
し
て
第
三
者
を
選
ば
せ
て
い
る
例
が
あ
る
。

「
倶
係
争
縫
之
人
。
照
例
不
准
承
継
」
と
て
、
争
う
二
人
を
と
も
に
相
績
か
ら

「
例
に
照
ら
し
て
」
と
は

- 82-

A
刀
】寸

因
争
縫
醸
成
人
命
者
、
凡
争
産
謀
縫
及
扶
同
争
…纏
之
房
分
、
均
不
准
其
纏
嗣
。
庭
聴
戸
族
口
刀
行
公
議
↓
志
向
。

な
る
候
例
を
指
し
て
い
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
「
承
縫
を
争
う
こ
と
に
起
因
し
て
人
命
侵
害
事
件
が
震
生
し
た
と
き
に
は
」
と
い
う

限
定
の
文
言
は
度
外
視
し
て
、

一
般
に
訴
訟
ま
で
し
て
抜
き
さ
し
な
ら
な
く
な
っ
た
競
争
者
は
南
方
と
も
資
格
者
か
ら
除
く
と
い
う
意
味
に
活

、q
q

'M
別
、

用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
道
光
末
年
山
東
省
博
卒
鯨
知
鯨
胡
皐
醇
の
も
と
に
斗
行
(
公
認
穀
物
商
組
合
)
が
田
舎
の
或
る
大
家
族
に
図
積
行

震
が
あ
る
と
訴
え
た
。
彼
は
「
好
民
国
積
居
寄
、
則
例
有
明
禁
」
と
判
断
し
て
た
だ
ち
に
調
査
に
乗
出
し
、
貫
は
自
家
用
の
買
溜
め
と
判
明
し

λ
a
e，
 

ん
凶

F

た
の
で
、
買
う
の
は
宜
し
い
買
っ
て
は
な
ら
な
い
と
剣
示
し
た
。
こ
こ
で
「
例
に
明
禁
有
り
」
と
し
て
思
嘗
る
の
は

(長
文
中
略
)
各
鋪
戸
所
存
米
褒
雑
糧
等
項
、
毎
種
不
得
過

一
百
六
十
石
。
途
数
回
積
居
寄
者
、

五
城
卒
牒
米
石
時
、

A3η 

'M
H
-

照
達
制
律
治
罪
(
下

略、J

と
い
う
篠
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
玉
城
す
な
わ
ち
北
京
城
内
に
お
い
て
卒
鰹
す
な
わ
ち
官
米
の
放
出
版
賓
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
に
つ
い

て
、
商
庖
の
一
定
限
度
以
上
の
悶
積
を
禁
ず
る
規
定
で
あ
る
。
か
よ
う
な
場
所
や
時
期
に
つ
い
て
の
限
定
は
地
方
官
の
頭
の
中
で
は
外
さ
れ
て



し
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
剣
語
の
な
か
に
最
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
篠
例
の
一
つ
で
あ
る

A
q
 

無
子
立
嗣
、
除
依
律
外
、
若
継
子
不
得
於
所
後
之
親
、
聴
其
告
官
別
立
(
下
略
〉

と
い
う
規
定
は
、
養
親
子
の
仲
が
悪
い
と
き
、
養
父
母
に
官
に
告
げ
た
上
で
養
子
を
離
縁
す
る
権
利
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
初
規
定
は

ム

uv

ま
た
、
養
子
に
封
す
る
虐
待
の
疑
を
持
っ
た
貫
家
の
父
が
養
子
の
取
戻
し
を
求
め
た
訴
を
認
容
す
る
根
援
と
し
て
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
こ
の
規
定
か
ら
養
子
を
め
ぐ
る
不
和
は
離
縁
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
一
般
的
法
理
が
導
き
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き

る。
以
上
を
要
す
る
に
、
聴
訟
の
場
に
お
い
て
も
裁
判
官
は
園
法
の
な
か
に
何
か
判
断
の
基
礎
に
な
る
篠
項
が
あ
り
は
す
ま
い
か
と
一
躍
は
思
い

め
ぐ
ら
す
の
を
常
と
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
判
断
は
園
法
の
解
樟
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
は
も
と
よ
り
な

か
っ
た
し
、
ま
た
法
の
文
言
の
一
つ
一
つ
が
巌
し
く
剣
断
を
規
制
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
光
緒
期
の
方
大
涯
の
言
葉
に

自
理
詞
訟
、
原
不
必
事
事
照
例
。
但
本
案
情
節
、
臆
用
何
律
何
例
、
必
須
考
究
明
白
。
再
就
本
地
風
俗
、
準
情
酌
理
市
饗
逼
之
。
庶
不
興

律
例
十
分
相
背
。
否
則
上
控
之
後
、
奉
批
録
案
、
無
詞
可
措
失
。
(
州
豚
限
り
で
済
む
訴
訟
は
、
も
と
も
と
す
み
ず
み
ま
で
法
律
に
照
し
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合
わ
せ
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
件
の
事
寅
関
係
を
見
て
そ
れ
が
律

・
例
の
ど
の
俊
文
に
該
嘗
す
る
か
を
は
っ
き
り
考
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
そ
の
土
地
の
風
俗
を
考
慮
に
入
れ
、
情
を
準
り
理
を
酌
ん
で
融
通
を
き
か
せ
る
が
よ
い
。
律
例
と
全
く

相
反
す
る
こ
と
に
だ
け
は
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
附
け
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
嘗
事
者
が
上
訴
し
、
上
級
機
関
か
ら
指
令
が
来
て
、

書
類
を
提
出
せ
よ
と
い
う
段
に
な
っ
た
と
き
に
、
申
し
聞
き
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
)

同

よ
く
こ
の
質
情
を
と
ら
え
た
言
葉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

件

と
い
う
の
は
、

四
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右
の
方
大
混
の
言
に
も
見
え
る
「
準
情
酌
理
」
|
|
大
同
小
異
の
表
現
と
し
て
「
準
情
度
理
」

「
衡
情
酌
理
」
な
ど
み
な
同
義
ー
ー
と
い
う
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言
葉
、
そ
し
て
名
詞
と
し
て

つ
づ
め
れ
ば
「
情
理
」
と
い
う
熟
語
、

こ
れ
は
剣
語
に
限
ら
ず
庚
く
嘗
時
の
文
献
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
の
文
服
に

お
い
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
抽
象
的
に
定
義
す
る
よ
り
も
質
際
の
用
語
例
を
逼
じ
て
味
わ
う
方
が
優
る
で
あ
ろ
う
。
左

に
民
事
的
法
源
の
見
地
か
ら
し
て
意
味
を
持
つ
よ
う
な
若
干
の
用
語
例
を
奉
げ
て
見
ょ
う
。

A
は
回
四
十
石
を
抵
(
捻
保
)
と
し
て
B
か
ら
銀
四
十
雨
を
借
り
た
。
年
八
雨
の
利
息
を
三
年
聞
は
支
挑
っ
た
が
そ
の
後
全
く
元
利
の
支
桝
が
な
い
の
で

B
が
訴
え
た
。
知
豚
は
||
捻
保
に
指
定
さ
れ
た
土
地
は
B
に
引
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
1
1

四
十
雨
の
引
蛍
て
と
し
て
回
四
十
石
は
過
大
で
あ
る
と

し
、
今
、
木
豚
は
情
を
阻
み
理
を
酌
ん
で
裁
き
を
下
す
〈
今
本
豚
創
情
酌
理
。
断
令
:
:)、

B
は
登
文
に
記
さ
れ
た
〔
四
十
石
の
〕
う
ち
二
十
二
石
の
引

'
M

“、

渡
し
を
受
け
、
十
八
石
は
殴
っ
て
A
の
手
も
と
に
留
め
よ
。
こ
れ
が
情

・
理
ふ
た
つ
な
が
ら
一
や
ら
か
と
い
う
も
の
だ
(
情
理
商
卒
〉
と
剣
示
す
る
。

②

謝
姓
に
小
作
料
収
入
二
百
除
桶
の
族
有
祭
田
が
あ
る
。
武
生
の
資
絡
を
得
た
鉄
人
A
は
、
自
己
の
祖
父
が
族
衆
に
は
か
つ
て
、
こ
の
祭
田
の
う
ち
か
ら
三

十
桶
分
を
奨
察
の
た
め
に
自
己
に
分
間
同
し
、
永
遠
管
業
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
族
中
に
そ
れ
を
非
と
す
る
者
多
く
、
幾
度
か
豚
で
訴
訟

が
あ
っ
た
あ
げ
く
道
に
上
訴
さ
れ
た
。
道
は
豚
か
ら
取
寄
せ
た
一
件
書
類
を
審
査
し
て
l
1
1
ι
商
事
者
を
呼
び
出
し
た
形
跡
が
な
い
|
|
判
断
を
下
す
。
判
一
諸
問

① 
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は
ま
ず
一
般
的
な
道
理
を
説
く
。
祭
田
か
ら
の
枚
入
を
源
資
と
し
て
族
中
で
読
書
に
志
す
者
に
援
助
し
た
り
、
貧
窮
に
陥
っ
た
者
に

二
一
年
祭
田
の

一
部
を

割
嘗
て
て
そ
の
牧
金
を
得
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
「
本
を
敦
う
し
族
を
睦
ま
じ
う
し
、
讃
書
を
鼓
励
す
る
精
一
別
で
あ
っ
て
、
情
理
の
蛍
然
で
あ
る
(
此
敦
本

陸
族
、
抜
刷
読
書
之
意
。
情
理
蛍
然
)
。
」
し
か
し
「
族
人
が
入
皐
し
た
か
ら
と
て
、
に
わ
か
に
祭
田
の
一
部
を
分
興
し
て
永
久
に
そ
の
者
の
財
産
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
情
理
と
し
て
す
じ
が
通
ら
ず
(
情
理
之
所
不
順
〉
、
族
衆
の
争
い
を
招
く
こ
と
必
歪
で
あ
る
。
」

A
の
主
張
す
る
よ
う
な
議
約
は
た
と
え
員
正

に
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
「
一

E
訴
訟
と
な
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
争
い
を
止
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
(
而
一
経
控
断
、
尚
蛍
改
正
息
争
)
。
」
以
下
詳
細
に
詮
綾
上
の
疑
鮎
を
指
摘
し
て
A
の
主
張
を
斥
け
、
そ
の
健
訟
を
責
め
て
戒
朴
十
五
板
の
懲
ら
し
め
を

制

命
じ
て
い
る
。

陳
姓
の
A
B
兄
弟
は
未
だ
分
家
せ
ず
、
そ
の
う
ち
A
は
死
亡
し
て
子
な
く
妻
が
残
り
、

B
は
夫
婦
と
も
死
亡
し
て
そ
の
七
歳
の
男
子
C
が
残
っ
た
。

A
の

寡
妻
は
朱
姓
の
D
を
後
夫
と
し
て
家
に
引
入
れ
る
形
の
再
婚
い
わ
ゆ
る
「
招
夫
」
を
し
て
、

C
は
D
夫
婦
に
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く
C
は

母
方
の
お
じ
の
方
に
身
を
寄
せ
た
。

C
が
十
六
歳
に
な
っ
た
と
き
、
伯
父
と
父
の
遺
産
で
あ
る
園
屋
(
野
菜
果
樹
園
と
居
宅
〉
の
返
還
を
求
め
て
D
を
訴
え

③ 



た。

D
は
、
結
婚
の
と
き
に
将
来
生
れ
る
子
を
A
の
後
縫
ぎ
と
す
る
こ
と
が
雨
家
親
族
の
聞
で
議
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
い
て
生
れ
た
一
子
を
陳
E
と

名
づ
け
、

A
の
位
牌
に
奉
杷
者
と
し
て
す
で
に
E
の
名
を
室
戸
込
ん
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
園
屋
の
う
ち
園
は
出
典
さ
れ
て
い
た
も
の
を
銀
六
十
商
を
出
し
て

回
膿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
抗
鮮
と
す
る
。
豚
は
園
屋
を
C
E
で
均
分
せ
よ
と
断
じ
た
が
、

D
は
回
般
に
要
し
た
銀
の
半
額
三
十
雨
の
償
還
あ
る
ま
で
は

引
渡
さ
な
い
と
言
張
り
、
一
一
一
年
開
結
着
せ
ず
道
に
上
訴
さ
れ
た
。
道
は
書
面
審
理
だ
け
で
燃
に
謝
す
る
指
令
、
と
い
う
形
で
裁
断
を
下
す
。
ま
ず
、

E
の
改
姓

縫
嗣
の
こ
と
は
A
の
臨
終
の
遺
掘
に
よ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、

「
考
え
て
も
見
ょ
、
朱
姓
の
子
が
ど
う
し
て
陳
姓
を
縫
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

「
果
し
て

遺
酬
明
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
郷
感
至
っ
て
無
知
の
都
見
で
あ
り
、

D
に
と
っ
て
お
塁
-
っ
き
と
は
な
ら
な
い
」

(
獅
不
思
朱
姓
之
子
、
何
可
以
縫
陳
姓

-
:
即
果
有
之
、
亦
郷
里
思
至
無
知
之
都
見
。
朱
盛
何
得
執
震
把
柄
)
。

C
は
虐
待
さ
れ
て
お
じ
に
身
を
寄
せ
た
の
だ
と
い
い
、

D
の
撫
養
の
恩
を
受
け
て
い

な
い
。

E
は
C
に
と
っ
て
親
し
み
も
な
け
れ
ば
同
族
で
も
な
い
。
そ
れ
を
無
理
に
も
従
兄
弟
と
見
な
し
て
財
産
の
均
分
を
命
じ
た
の
で
は
、

「
名
正
し
く
言

順
な
り
と
は
言
え
た
も
の
で
は
な
い
、
天
理
・
人
情
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
(
名
正
言
順
之
謂
何
、

天
理
人
情
之
謂
何
ど
と
し
て
、

燃
の
裁
判
を
不
嘗

と
す
る
。
六
十
雨
の
半
分
を
償
還
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
情
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
似
岡
崎
情
理
)
。

し
か
し
D
は
多
年
居
住

・
管
理
し
て

来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
家
賃
相
嘗
分
と
枚
盆
と
を
見
積
れ
ば
六
十
雨
は
ほ
ぼ
相
殺
さ
れ
る
勘
定
と
な
る
。
本
来
は
そ
う
断
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、

D
が
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園
屋
を
勝
手
に
寅
梯
っ
た
り
せ
ず
に
維
持
し
て
来
た
こ
と
は
な
お
良
心
を
失
わ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
評
領
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
相
殺
は
菟
じ
て
、

C
を
し
て

年
限
を
定
め
ず
将
来
六
十
雨
を
出
し
て
闘
を
回
倒
せ
し
め
る
こ
と
と
す
る
。
居
住
す
る
屋
は
庭
内
の
果
樹
を
含
め
て
直
ち
に
C
に
明
け
渡
し
、

E
は
朱
姓
に

‘n
M，
 

，広

ν

も
ど
し
て
位
牌
か
ら
名
を
洗
い
落
し
、

C
を
し
て
A
を
奉
記
せ
し
め
よ
、
と
命
ず
る
。

@ 

上
級
機
関
か
ら
知
豚
が
審
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
案
。

A
は
家
貧
な
り
し
B
夫
婦
か
ら
そ
の
一
人
息
子
C
を
買
っ
て
僕
と
し
て
い
た
。
そ
の
詮
文
に
身
債
銀

三
爾
と
記
さ
れ
て
い
る
。
B
が
死
亡
し
た
の
で
B
の
兄
等
が
A
の
不
承
知
を
押
し
切
っ
て
C
を
父
の
葬
喪
の
た
め
に
連
れ
も
ど
し
た
。
B
の
寡
婦
は
C
の
身

柄
を
買
戻
し
て
そ
の
ま
ま
手
許
に
お
き
た
い
と
思
う
。

A
は
そ
れ
を
誘
拐
で
あ
る
と
訴
え
、

B
の
寡
婦
は
A
の
も
つ
詮
文
は
俄
造
だ
と
い
っ
て
争
う
。
知
豚

85 

は
、
設
文
は
同
県
正
で
あ
り
か
つ
按
(
奥
の
別
名
〉
で
な
く
し
て
買
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、

寡
婦
の

一
入
車
掌
J

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
恩

恵
的
に
|
|
原
債
で
の
|
|
買
戻
し
・を
認
め
る
こ
と
に
す
る
。
身
債
に
つ
い
て
A
は
額
面
通
り
三
爾
で
あ
っ
た
と
言
い
、

B
の
寡
婦
は
寅
際
に
受
取
っ
た
の

は
銀
七
銭

(
0
・
七
雨
)
で
し
か
な
か
っ
た
と
言
い
張
る
。
民
閲
の
慣
習
と
し
て
、
人
身
を
奥
寅
す
る
と
き
寅
際
の
身
債
を
割
増
し
て
読
文
に
記
す
こ
と
は
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普
通
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
四
倍
に
も
割
増
し
た
と
い
う
の
は
異
常
で
あ
る
(
査
俗
例
典
寅
人
口
、
加
潟
契
僚
、
事
雄
常
有
、
亦
未
必
四
倍
其
数
)
。

c

は
A
に
よ
っ
て
多
年
養
育
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

B
の
寡
婦
が
わ
ず
か
銀
七
銭
を
返
還
す
る
と
い
う
の
は
、
き
わ
だ
っ
て
情
理
に
反
す
る
(
殊
非
情
理)。

d
d，
 

ト

P

設
文
逼
り
三
爾
を
返
還
さ
せ
る
、
と
い
う
立
案
を
し
て
上
級
機
関
の
裁
可
を
求
め
て
い
る
。

⑤ 

A
の
父
は、

失
明
し
た
の
で
家
産
の
管
理
を
A
の
妻
の
父
に
委
ね
て
い
た
。
後
者
が
臨
終
に
A
夫
婦
と
自
己
の
息
子
B
を
呼
び
帳
簿
を一
ポ
し
清
算
し
た
。

後
に
、
そ
の
時
銭
五
百
八
十
千
文
を
B
が
引
縫
い
で
預
る
計
算
に
な
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
A
が
B
を
一
訴
え
た
。
時
に
す
で
に
二
十
年
を
経
過
し
て
お
り
確

た
る
議
録
は
な
い
。
豚
は
雨
者
が
親
戚
で
あ
り
B
の
家
計
は
塑
か
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、

B
は
手
厚
く
A
を
援
助
せ
よ
と
断
じ
た
。
府
に
上
訴
さ
れ
た

伺

五
百
八
十
千
文
の
半
額
二
百
九
十
千
文
を
援
助
せ
よ
と
命
ず
る
。

が
府
も
ま
た
こ
の
燃
の
裁
き
を
「
情
理
に
か
な
っ
た
も
の
(
向
風
情
理
)
」
と
認
め
、

⑤ 

A
B
C
三
人
兄
弟
の
う
ち
A
に
だ
け
一
子
あ
り
、
他
は
子
な
く
し
て
死
亡
。
同
族
中
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
B
C
の
後
に
立
嗣
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
、
他

の
同
族
が
謹
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
嗣
皐
を
提
出
す
る
。

C
の
未
亡
人
は
、
夫
の
生
前
か
ら
A
の
一
子
に
B
C
の
後
を
も
併
せ
て
託
す
る
|
|
い
わ
ゆ
る
粂

跳
せ
し
め
る
|
|
こ
と
に
話
が
決
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
等
二
人
の
立
嗣
の
こ
と
は
知
ら
な
い
し
欲
し
も
し
な
い
と
言
う
。
知
府
は
、
二
人
の
う
ち
一
人

が
科
患
に
耐
応
じ
た
際
に
提
出
し
た
父
祖
三
代
の
記
載
に
寅
父
寅
租
が
記
さ
れ
て
嗣
父
の
名
が
な
い
と
い
う
事
賞
、
お
よ
び
二
件
の
嗣
皐
は
同
一
人
の
筆
績
で

あ
る
と
い
う
事
寅
を
突
き
つ
け
て
、
詮
文
を
二
件
と
も
陪
偽
造
と
断
定
す
る
。

「
こ
れ
で
も
な
お
嗣
皐
が
設
接
だ
と
言
張
っ
て
、
是
が
非
で
も
寡
婦
の
嗣
子
人

選
の
櫨
を
奪
っ
て
、
卒
素
か
ら
愛
情
の
な
い
者
を
む
り
に
も
後
継
ぎ
に
立
て
よ
う
と
す
る
の
か
。
理
と
情
と
南
面
か
ら
考
え
て
ど
ち
ら
も
筋
が
逼
ら
な
い

同

(
準
理
撲
情
、
雨
無
一
可
ど
と
し
て
、
か
の
二
人
の
要
求
を
斥
け
る
。
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A
と
B
は
か
つ
て
合
彩
(
組
合
〉
営
業
を
し
た
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
と
前
後
し
て
B
は
A
か
ら
幾
日
か
借
金
を
し
て
い
た
。

A
は
臨
終
に
際
し
て
立
禽
人

に
帳
簿
を
示
し
て
息
子
(
蛍
時
他
出
中
)
の
萎
C
に
債
権
を
引
き
つ
い
だ
。
そ
の
と
き
B
を
呼
ん
で
確
認
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、

B
は
面
舎
を
避
け
て
現

わ
れ
な
か
っ
た
。
息
子
が
戻
っ
て
B
に
掛
合
っ
て
も
ら
ち
が
あ
か
ず
、
や
が
て
息
子
が
死
亡
す
る
と
B
は
い
よ
い
よ
知
ら
ぬ
顔
を
決
め
こ
む
の
で
、

C
は
豚

⑦ 
に
訴
え
さ
ら
に
府
に
ま
で
上
訴
し
た
。
府
で
取
調
べ
て
も
正
確
な
異
質
を
把
握
し
切
れ
な
い
が
、
B
は
這
光
十
年
正
月
に
合
移
関
係
の
清
算
を
済
ま
せ
た
楚

文
を
持
ち
、

C
も
確
か
な
帳
簿
を
持
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
頭
か
ら
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
よ
っ
て
雨
家
の
持
つ
護
嬢
帳
簿
を
折
衷
し
て
裁
き
を

つ
け
れ
ば
、
情
理
の
卒
に
か
な
う
こ
と
も
期
待
で
き
よ
う
か
(
惟
於
雨
家
所
執
簿
線
、
折
衷
定
断
、
庶
得
協
於
情
理
之
卒
乎
〉
」
と
て
、
知
府
は
断
を
下
し



て
、
道
光
十
年
正
月
以
前
の
債
権
は
|
|
合
彩
関
係
と
は
別
途
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
||

C
を
し
て
放
棄
せ
し
め
る
。
以
後
に

生
じ
た
債
権
合
計
一
百
四
十
串
に
つ
い
て
、
既
に
支
携
わ
れ
た
こ
十
串
|
|
そ
れ
が
何
の
意
味
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
ー
ー
は
そ
の

伺

雌
肝
済
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
認
め
て
こ
れ
を
差
引
き
、
さ
ら
に
二
十
串
を
譲
歩
さ
せ
、
百
串
を
B
か
ら
C
に
支
梯
う
よ
う
に
命
ず
る
。

す
で
に
婚
約
の
あ
る

A
女
は
重
病
に
か
か
り
、
そ
の
時
手
嘗
て
を
受
け
た
密
術
の
心
得
あ
る
B
男
に
熱
い
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

A
の
母
も
家

貧
に
し
て
B
の
要
求
す
る
診
療
報
酬
の
支
梯
が
で
き
ず
、

A
が
B
と
結
ぼ
れ
て
報
酬
と
蒋
財
が
相
殺
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、

A
B
の
聞
に
事
寅
上
の
関
係
が

③ 
で
き
て
し
ま
っ
た
。
郷
豚
に
住
む
A
の
婚
約
者
は
こ
の
段
に
な
っ
て
始
め
て
事
を
知
っ
て
慌
て
て
訴
え
出
た
。
法
廷
に
お
い
て
A
は
B
の
萎
で
な
け
れ
ば
死

あ
る
の
み
と
の
決
意
を
披
濯
し
て
動
じ
な
い
。
知
燃
は

「
律
は
規
定
通
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
が
、
情
は
適
宜
例
外
措
置
を
と
る
こ
と
を
ゆ

る
す
も
の
で
あ
る
(
律
宜
執
法
、
情
可
逼
権
)
」

n

律
に
よ
っ
て

A
B
は
離
れ
よ
と
命
ず
れ
ば
、
自
殺
騒
ぎ
を
起
す
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
原
則
を
ま

げ
て
折
り
あ
わ
せ
る
方
が
却
っ
て
情
に
も
戦
い
理
に
も
近
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
(
鶴
究
準
情
近
理
)
と
て
、
杖
罪
の
照
と
し
て
の
十
千
文
と
幣
財
倍

同
問

返
し
の
三
千
文
と
を
併
せ
て
B
か
ら
婚
約
者
に
支
携
わ
し
め
、

A
B
の
結
婚
を
追
認
す
る
。

お

い

寡
婦
A
は
五
女
あ
っ
て
男
子
が
な
い
。
亡
夫
の
胞
姪
を
後
つ
ぎ
に
立
て
、
詮
文
を
つ
く
っ
て
五
女
に
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
土
地
を
分
興
し
た
。
後
に
水
害
に
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⑨ 
あ
っ
て
家
が
衰
え
た
た
め
、
族
衆
の
立
禽
い
の
も
と
に
五
女
に
話
を
つ
け
、
か
つ
て
分
輿
し
た
土
地
を
一
律
に
削
減
し
て
取
戻
し
た
。
長
女
B
は
田
租
六
石

五
升
を
四
石
三
斗
に
減
ら
さ
れ
た
が
、

B
の
失
が
こ
れ
を
不
服
と
し
、
す
で
に
緩
紙
と
な
っ
た
か
つ
て
の
詮
文
を
も
ち
出
し
て
訴
え
た
。
知
豚
は
、
五
女
一

律
の
削
減
で
あ
り
B
も
不
服
を
言
わ
な
い
の
に
、
そ
の
夫
た
る
者
が
妻
の
寅
家
が
財
産
を
分
け
て
く
れ
た
恵
み
を
念
わ
ず
、
か
え
っ
て
隣
を
得
て
萄
を
望
む

制

謀
を
す
る
と
は
、
き
わ
だ
っ
て
情
理
に
反
す
る
こ
と
(
殊
非
情
理
)
で
あ
る
と
し
て
そ
の
訴
を
斥
け
る
。

⑮ 

兄
と
妹
の
争
い
。
妹
は
父
か
ら
田
七
畝
三
分
を
持
参
財
産
と
し
て
分
輿
さ
れ
て
嫁
に
ゆ
き
、
そ
の
土
地
の
所
有
納
税
名
儀
は
夫
家
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
(
恐
ら
く
は
下
述
租
母
死
亡
後
に
〉
妹
は
兄
か
ら
田
二
畝
七
分
を
買
っ
た
が
未
だ
名
儀
は
移
さ
れ
て
い
な
い
。
祖
母
が
死
亡
し
兄
は
家
貧
に
し
て
喪
葬

の
た
め
に
負
債
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
兄
が
妹
の
持
参
財
産
の
一
部
な
り
と
も
取
戻
そ
う
と
し
て
何
ら
か
の
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
訴
え
た
も
の
ら
し
い
。
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知
燃
は
、
妹
は
故
父
の
恩
を
受
け
て
田
を
分
け
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
祖
母
の
喪
事
に
手
厚
く
援
助
す
る
の
が
、
も
と
も
と
情
理
と
し
て
期
待
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
(
本
在
情
理
之
中
〉
と
し
て
、
持
参
財
産
に
つ
い
て
は
兄
の
争
う
こ
と
を
許
さ
ず
、
買
っ
た
ま
ま
名
儀
を
移
し
て
な
い
二
畝
七
分
の
回
は
そ
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の
ま
ま
兄
の
所
有
と
す
る
|
つ
ま
り
主
義
っ
た
代
債
を
租
母
の
葬
儀
へ
の
援
助
と
す
る

l」
と
を
命
お

な
お
一
件
訴
訟
の
中
で
の
或
る
部
分
に
つ
い
て
の
判
断
な
い
し
中
間
的
な
判
断
に
お
い
て
、
情
理
が
ロ
に
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
女
の

諸
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑪ 

A
は
B
家
か
ら
妻
を
要
っ
た
が
失
綜
し
て
生
死
不
明
。

A
の
母
が
時
抗
議
し
B
家
で
人
を
選
ん
で
こ
の
萎
を
第
二
の
男
に
改
嫁
せ
し
め
た
。
後
夫
か
ら
支
挑

わ
れ
る
檀
銀
を
A
家
に
渡
し
て
初
婚
の
際
の
勝
財
の
償
還
と
す
る
約
束
で
あ
っ
た
が
、

B
家
が
そ
の
一
部
を
改
嫁
す
る
婦
人
の
衣
服
費
に
充
て
て
引
渡
さ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
争
い
が
起
り
、
と
く
に
A
の
弟
が
執
鋤
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
、
原
約
よ
り
以
上
の
陸
銀
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
た
め
紛
糾
し
た
訴
訟
と

な
り
府
の
裁
判
に
ま
で
な
っ
た
。
府
の
裁
剣
は
要
す
る
に
A
の
弟
の
健
訟
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
結
末
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

「
A
の
母
と
し
て

は
、
息
子
の
生
死
が
知
れ
ず
、
家
貧
に
し
て
そ
の
日
の
暮
し
に
困
る
情
況
の
も
と
に
お
い
て
、
息
子
の
妻
を
改
嫁
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
も
と
よ
り
外
に
手

A
司

b
h
v
 

だ
て
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
情
理
に
も
法
律
に
も
違
背
し
な
い
こ
と
で
あ
る
(
而
亦
不
惇
乎
情
理
律
例
者
)
」
と
す
る
。

⑫

A
B
C
三
人
兄
弟
分
家
し
た
が
、
三
十
六
年
後
に
A
の
孫
が
B
に
向
っ
て
、
分
家
首
時
未
分
割
の
財
産
が
あ
り
B
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
争
い
、
親
族
等
の
調
停
に
よ
っ
て
、

B
父
子
は
情
誼
と
し
て
A
の
孫
か
ら
不
動
産
を
高
値
で
買
取
っ

て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て

。。。。

け
り
を
つ
け
た
。

A
の
孫
は
な
お
も
宇
い
を
む
し
返
し
、
さ
ら
に
九
年
後
に
府
の
裁
判
と
な
っ
た
。

A
の
孫
は
論
援
の
一
つ
と
し
て
、

B
に
後
め
た
さ
が
な

い
な
ら
ば
土
地
を
高
値
で
買
っ
た
り
す
る
筈
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
知
府
は
、

B
の
子
と
し
て
見
れ
ば
、

従
兄
の
子
が
正
業
を
務
め
ず
し
て
お
ち
ぶ

れ
、
自
分
は
資
産
を
積
ん
で
垂
誕
の
的
と
な
り
、
訴
-
訟
が
起
り
、
親
族
友
人
が
調
停
に
立
つ
と
い
う
情
況
に
お
い
て
、
「
友
愛
を
保
全
す
る
こ
と
に
も
な
れ

ば
、
永
く
争
端
を
紹
つ
こ
と
に
も
な
る
と
て
、
同
意
し
て
高
値
で
賃
上
げ
た
の
は
、
質
に
天
理
人
情
の
常
と
い
う
べ
き
で
あ
り
(
質
問
脚
天
理
人
情
之
常
)
、

制

疑
惑
を
い
れ
る
絵
地
は
な
い
」
と
し
て
、
こ
の
論
践
を
斥
け
る
。

常
識
と
し
て
あ
り
得
る
(
ま
た
は
あ
り
得
な
い
)
こ
と
|
|
い
う

、日日句
b
h
v
 

な
れ
ば
経
験
法
則
ー
ー
ー
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
論
題
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
と
し
て
お
く
。

以
上
を
見
る
と
、
情
理
と
い
う
言
葉
は
強
行
性
を
も
っ
公
序
良
俗
と
い
う
意
味
に
働
ら
く
こ
と
も
あ
れ
ば
(②
③
そ
し
て
⑪
)
、
足
し
て
二
で

割
る
と
い
う
の
に
近
い
よ
う
な
折
衷
の
手
法
と
も
な
り
お
⑦
)
、
算
術
的
な
数
量
上
の
均
衡
の
目
算
と
し
て
働
ら
く
こ
と
も
あ
れ
ば
(
@
巴
、

な
お
ま
た
情
理
の
語
は
債
値
判
断
で
は
な
く
事
責
認
定
上
の
判
断
に
お
い
て
、



擢
利
だ
け
を
分
析
し
て
論
ぜ
ず
祉
舎
関
係
全
瞳
の
な
か
に
お
い
て
利
盆
の
調
整
を
は
か
る
原
理
と
も
な
る
(
③
甥
mwy
情
理
と
法
律
が
一
致
す

る
こ
と
も
あ
れ
ば
(
⑫
そ
し
て
明
言
は
な
い
が
⑤
)
、
情
理
が
法
律
を
饗
逼
す
る
こ
と
も
あ
る
(③〉。

情
理
と
は
祉
舎
生
活
に

総
じ
て
言
え
ば
、

‘喰

G
，

b
p
 

お
け
る
健
全
な
債
値
判
断
と
く
に
卒
衡
感
魔
を
言
う
も
の
と
で
も
理
解
し
て
お
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
情
理
は
慣
習

な
い
し
慣
習
法
で
は
な
い
と
い
う
事
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

⑬ 

曜
畑
正
初
年
四
川
省
洪
雅
燃
に
お
け
る
一
件
。
責
姓
の
A
B
C
は
も
と
一
家
で
今
は
分
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
A
だ
け
が
員
正
に
責
姓
の
血
を
引
く
者
で

あ
り
、

B
C
は
い
ず
れ
も
費
増
の
子
で
あ
り
な
が
ら
資
姓
を
祷
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
先
人
(
恐
ら
く
A
の
-
祖
父
)
は
三
人
に
家
産
を
均
分
し
て
団
地
九
斗

(
斗
は
播
種
量
で
計
る
庚
さ
の
単
位
と
思
わ
れ
る
〉
ず
つ
を
輿
与え
た
。
近
年
に
な
っ
て
官
で
検
地
す
る
と
三
人
の
所
有
地
は
い
ず
れ
も
九
斗
と
い
う
名
目
よ

り
も
迄
か
に
庚
い
。

A
は
先
人
が
B
C
に
輿
え
た
の
は
九
斗
で
あ
る
か
ら
超
過
分
は
み
な
自
分
の
も
の
だ
と
主
張
し
、

B
C
は
「
三
分
均
分
」
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
争
う
。
知
際
は
誼
接
不
十
分
等
を
理
由
と
し
て
現
紋
維
持
を
命
ず
る
が
、
剣
語
末
尾
に
、

「
嫡
子
と
異
宗
の
子
が
財
産
を
均
分
す
る
の
は
、
情
理
と

- 89ー

し
て
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
洪
雅
豚
の
地
方
的
風
習
と
し
て
は
そ
れ
が
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
お
り
、
勝
来
に
向
っ
て
こ
れ
を
厳
禁
す
る
こ
と
は
よ

い
と
し
て
も
、
過
去
に
湖
っ
て
逐
一

・改め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
り
と
す
れ
ば
〔
三
人
の
〕
所
有
地
は
従
来
の
ま
ま
と
し
て
お
く
の
が
、
訴
訟
を
や
め

て
卒
和
に
暮
ら
さ
せ
る
道
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
(
夫
嫡
子
輿
異
宗
、
卒
分
産
業
、
非
情
理
之
正
也
。
洪
邑
陥
俗
相
、
沿
。
但
可
殿
禁
其
未
来
、
不
能
悉
迫
其

伺

己
往
。
則
照
奮
管
業
、
亦
息
訟
寧
人
之
一
道
也
失
〉
」
。

制

こ
こ
で
情
理
之
正
と
洪
邑
晒
俗
が
規
範
と
事
賓
と
レ
う
関
係
に
お
い
て
劃
比
さ
れ
て
い
る
。

園
法
が
成
文
に
基
づ
く
賞
定
的
な
剣
断
基
準
で
あ
る
に
射
し
て
、
情
理
は
成
文
、
先
例
、
慣
習
な
ど
の
い
ず
れ
に
も
質
読
の
基
礎
を
お
か
な

ぃ
、
お
よ
そ
寅
定
性
を
も
た
な
い
ー
ー
そ
の
意
味
で
自
然
的
な
|
|
剣
断
基
準
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
制
度
に
あ
て
は
め
て
言
え
ば
さ
し
ず
め

僚
理
に
嘗
る
。
現
に
か
の
梁
啓
超
は

日
本
法
律
上
専
用
之
一
名
詞
。
裁
判
官
於
法
文
所
不
具
者
、
則
推
僚
理
以
魚
剣
決
。
如
我

伺

日
本
語
の
保
理
を
中
園
人
に
な
じ
み
の
深
い
準
情
酌
理
の
語
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

「
僚
理
者
、

園
所
謂
準
情
酌
理
也
」
と
注
穫
し
て
、
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し
か
し
保
理
と
情
理
の
聞
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
一

O
三
競
裁
判
事
務
心
得
第
三
僚
に
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「
民
事
ノ
裁
判
ニ
成
文
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ
依
リ
、
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
僚
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ベ
シ
」
と
言
う
。

こ
の
保
理
を
め
ぐ
る
近
年

の
民
法
問
学
者
の
論
議
の
詳
細
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
も
筆
者
が
民
法
を
聴
講
し
た
頃
に
は
、
有
名
な
ス
イ
ス
民
法
第

一
僚
に
規
定
す

る
よ
う
に、

「自
己
が
立
法
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
法
規
と
し
て
定
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
」
に
従
っ

て
裁
判
す
る
こ
と
が
、

倒

シ
テ
裁
判
」
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
保
理
も
情
理
も
貫
定
性
な
き
判
断
基
準
と
い
う
黙
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
前
者
は
や
は
り
そ
れ
な
り
に
ル
l
ル
を
志
向
す
る
思
考
構
造
を
も
っ
。
こ
れ
に
劃
し
て
情
理
に
は
、
公
序
良
俗
的
要
素
は
少
し
問

題
が
遣
う
の
で
暫
ら
く
別
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
ル
l
ル
志
向
性
は
微
弱
で
あ
り
、
逆
に
目
前
の
各
賞
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
具

盤
的
情
況
の
す
み
ず
み
ま
で
へ
の
心
配
り
と
い
う
側
面
が
濃
厚
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は

一
つ
に
は
情
理
の
構
成
要
素
で
あ
る

「情
」
の
字
の
働

「保
理
ヲ
推
考

ら
き
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

よ
り
基
本
的
に
は
裁
判
と
い
う
も
の
が
、
確
立
し
た
ル
ー
ル
に
従

っ
て
権
利
ー
ー
ー
そ
れ
は
人
間
関
係

全
睦
の
な
か
か
ら
の
抽
象
物
で
あ
る
|

!
の
有
無
を
判
定
す
る
の
で
な
く
、
全
面
的
な
視
野
か
ら
人
間
関
係
を
調
整
す
る
営
み
で
あ
る
と
い
う
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性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

情
理
と
は
修
僻
で
あ
っ
て
は
っ
き
り
と
定
義
さ
れ
た
術
語
で
は
な
い
。
裁
判
官
は
特
殊
な
意
園
を
も
っ
て
或
る
場
合
に
こ
の
語
を
用
い
他
の

ロ
に
出
し
て
言
う
と
言
わ
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
情
理
は
常
に
裁
判
官
の
心
を
動
か
し
て

場
合
に
そ
の
使
用
を
避
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
判
語
集
は
す
べ
て
こ
れ
情
理
の
書
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
園
家
の
法
律
は
情
理
の
大
海
の
庭
々
に
浮
ぶ
氷
山
に
た
と

え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
、
張
り
詰
め
た
氷
に
穴
が
あ
い
て
い
る
と
き
、
僚
理
に
よ
っ
て
骸
り
に
氷

を
張
っ
て
そ
れ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
最
も
基
本
的
な
違
い
で
あ
る
。

五

情
理
は
い
う
ま
で
も
な
く
情
と
理
の
連
稀
で
あ
る
。
雨
字
を
分
け
て
論
ず
れ
ば
、

「
理
」
は
事
物
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
し
た

4
什
ソ

ふ

hv

一
定
之
理
」
、
「
父
在
子
不
得
自
専
、
理
制

」
な
ど
言
わ

が
っ
て
同
種
の
事
物
に
は
普
遍
的
に
妥
嘗
す
る
よ
う
な
道
理
を
言
う
。

「
有
借
必
還
、



れ
る
よ
う
に
、
借
り
た
金
は
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
理
で
あ
り
、
父
が
生
存
す
る
限
り
子
は
家
の
財
産
を
勝
手
に
慮
分
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
も
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
前
者
は
客
観
的
に
見
て
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
人
聞
に
妥
嘗
す
る
規
範
で
あ
り
、
後
者
も
過
去
の

中
園
に
生
き
た
人
び
と
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
や
は
り
l
l
夷
放
は
い
ざ
知
ら
ず
少
な
く
も
王
化
に
浴
す
る
ー
ー
す
べ
て
の
人
聞
に
安
嘗
す
る
規

範
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
前
節
所
掲
事
例
③
の
文
脹
か
ら
す
れ
ば
、
人
は
生
得
の
姓
を
饗
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
天
理
と
さ
れ

A
司，

'伝
U、

て
お
り
、
「
有
無
弟
債
兄
償
之
理
」
(
弟
の
債
務
が
そ
の
死
亡
後
必
然
的
に
兄
に
引
縫
が
れ
る
道
理
は
な
い
)
と
言
う
の
は
、
「
父
債
子
還
」
は
天
下
の
理

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
そ
れ
と
の
封
比
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
民
間
国
産
典
嘗
輿
人
、
井
無
不
準
出
貰

す
な
わ
ち
人
に
出
典
し
て
あ
る
不
動
産
の
所
有
権
(
貧
質
上
は
回
胸
請
求
権
)
を
第
三
者
に
買
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
嘗
然
の
理

A
U，
 

hv、

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
理
と
い
う
言
葉
は
解
り
や
す
い
。
わ
れ
わ
れ
の
言
う
僚
理
と
1

1
何
を
理
と
す
る
か
の
内
容
に
は
差
異
が
あ
り

之
理
」

得
て
も
l
ー
ー
思
考
に
お
い
て
大
差
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

- 91ー

'hv、

な
お
剣
語
に
現
わ
れ
る
理
の
字
に
、
朱
子
の
理
気
の
設
に
い
う
哲
同
学
的
な
臭
味
は
全
く
感
ぜ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
聴
訟
の
場

に
は
、
人
に
難
き
を
強
い
る
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
要
素
が
現
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
般
的
印
象
と
し
て
ほ
ぼ
断
言
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
情
」
の
字
の
含
意
と
そ
の
働
ら
き
は
頗
る
多
面
的
で
あ
っ
て
説
明
し
に
く
い
。
し
か
も
こ
れ
こ
そ
が
中
園
的
「
情
理
」
を
解
明
す
る
た
め

の
開
鍵
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
情
の
字
に
は
事
情
、
情
況
な
ど
い
う
場
合
の
よ
う
に
具
鐙
的
事
寅
関
係
を
指
す
意
味
が
あ
る
。

イ
ギ
リ

ス
人
の
手
に
成
る
鮮
書
で
は

n
F
H
2
5∞
S
5
2
と
書
さ
れ
る
。
刑
案
の
類
に
「
情
罪
未
協
」
な
ど
言
わ
れ
る
の
も
こ
の
方
向
の
意
味
で
あ
る
。

一
見
懸
け
離
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
意
味
が
、
判
断
基
準
と
し
て
の
情
と
、
賞
は
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
判
断
に
際
し
て
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直
接
封
象
と
な
る
事
象
だ
け
を
孤
立
さ
せ
ず
、
背
景
と
な
る
諸
事
象
と
の
具
鐙
的
関
連
の
な
か
に
お
い
て
同
情
的
に
理
解
し
評
慣
す
る
と
い
う

要
請
が
、
「
情
理
」
の
情
の
字
に
託
さ
れ
て
い
る
。
剣
語
に
「
夫
小
大
之
獄
、
必
以
其
情
。
戴
氏
悔
婚
会
。
亦
察
其
悔
婚
者
何
情
耶
」
な
ど
い

A
刀
守hv、

う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
賓
と
評
債
を
か
け
橋
し
て
い
る
用
語
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

情
に
は
も
と
よ
り
こ
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
|
|
特
に
「
人
情
」
と
熟
し
た
と
き
に
|
|
意
味
さ
れ
る
の
は
い
つ
も
き
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ま
っ
て
生
き
身
の
卒
凡
な
人
び
と
の
心
で
あ
る
。
卒
均
人
が
普
通
に
相
手
は
か
く
感
じ
考
え
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
と
相
互
に
期
待
も
す
れ
ば
思

い
や
り
も
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
「
人
情
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
よ
き
に
せ
よ
悪
し
き
に
せ
よ
そ
の
よ
う
な
卒
均

持

「
不
近
人
情
」

(
2
n
g
E乙
で
あ
る
。

人
の
思
惑
を
超
え
た
り
踏
み
に
じ
っ
た
り
す
る
も
の
は

裁
判
に
お
い
て
も
こ
れ
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
卒
均

人
に
と
っ
て
異
常
で
な
い
、
無
理
が
な
い
と
い
う
要
請
ー
ー
が
重
ん
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
官
有
地
の
上
の
不
法
建
築
で

あ
る
と
判
明
し
て
取
鍛
し
を
命
ぜ
ら
れ
、

な
お
即
刻
立
退
き
に
難
波
を
示
す
の
は

取
得
債
格
の
字
額
の
補
償
を
約
束
さ
れ
た
現
居
住
者
が
、

-A
場，

「
此
亦
人
情
」
と
し
て
立
退
き
の
強
制
執
行
を
猶
致
さ
料
、
寡
婦

J

川
駅
い
息
子
も
い
る
婚
家
を
不
在
に
し
て
、
嫁
い
だ
娘
の
靖
の
家
に
逗
留
す

る
こ
と
の
多
い
の
を
嫌
っ
て
、
こ
の
妻
母
・
女
婿
の
聞
の
往
来
を
禁
じ
て
欲
し
い
と
訴
え
た
姑
の
主
張
は
、

伺る。

「
亦
殊
不
情
」
と
し
て
斥
け
ら
れ

情
の
字
に
は
ま
た
情
誼
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
友
好
的
な
人
閲
関
係
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

顔

- 92ー

「
情
面
」
と
い
え
ば
。
顔
を
立
て
る
。

に
克
じ
て
。
と
い
う
と
き
の
顔
で
あ
り
、
季
節
や
慶
弔
の
挨
拶
、
そ
し
て
そ
の
贈
答
品
そ
の
も
の
を
指
し
て
ま
た
「
人
情
」
と
い
う
。
で
き
る

だ
け
友
好
的
人
開
関
係
を
維
持
修
復
す
る
方
向
に
裁
き
を
つ
け
る
と
い
う
要
請
を
「
情
理
」
の
情
の
字
は
捲
っ
て
い
る
。
「
兄
弟
之
聞
、
情
重

d
リ

'内

υ、

「
兄
弟
之
開
、
総
嘗
以
情
勝
理
」
な
ど
の
表
現
は
一
種
の
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
兄
弟
な
ど
親
族
の
聞
の
友
好
維
持
に
は
特
に

於
法
」

考
慮
が
梯
わ
れ
る
。
基
本
的
に
は
理
の
な
い
賞
事
者
を
も
極
端
に
ま
で
追
詰
め
ず
些
少
の
満
足
を
得
さ
せ
よ
う
と
し
、

ま
た
富
者
と
費
者
の
開

「
略
法

で
峠
前
者
に
或
る
曜
度
の
寛
大
さ
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
好
ん
で
取
ら
れ
る
裁
判
の
好
法
も
、
こ
う
し
た
「
情
」
の
働
ら
き
で
あ
る
。

h
u
v
 

言
愉
」
「
格
外
壷
愉
」
と
は
裁
判
官
と
し
て
そ
う
し
た
手
心
を
加
え
る
こ
と
、
「
情
譲
」
と
は
勝
訴
者
を
し
て
一
部
を
好
意
的
に
譲
歩
せ
し
め

る
こ
と
を
言
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
法
・
理
・
情
の
三
者
の
聞
に
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
法
は
質
定
的
で
あ
り
理
・
情
は
自
然
的
で
あ
る
と
い
う

封
比
が
成
立
つ
け
れ
ど
も
、
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
法

・
理
の
も
つ
一

律
性
、
即
物
性
に
劃
し
て
情
ゆ
も
つ
具
鐙
性
、
心
情
性
が
劃
泊
さ
れ
る
こ

紛

o

o

h

p

o

O

0

8

「
難
於
b
w
不
無
寛
貸
、
而
於
恥
似
可
曲
全
」
「
該
氏
論
理
固
有
不
合
、
論
情
亦
向
可
原
L

「
故
以
人
情
通
理
法
之
窮
耳
」
と
い
う

と
に
な
る
。



よ
う
に
、
情
は
法
と
理
の
巌
格
さ
を
修
正
・
緩
和
す
る
働
ら
き
を
も
っ
。
水
患
を
防
ぐ
た
め
衆
人
公
議
し
て
堤
防
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、

な
か
に
一
人
、
堤
防
敷
地
に
か
か
る
自
己
所
有
の
猫
額
大
の
土
地
の
公
用
提
供
を
頑
固
に
拒
む
者
が
あ
り
、
衆
人
は
こ
の
者
に
水
利
上
の
い
や

が
ら
せ
を
し
て
迫
害
し
た
結
果
訴
訟
に
な
っ
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、
知
豚
は
、
こ
の
一
人
を
「
有
理
無
情
」
、
衆
人
を
「
有
情
無
理
」
で
あ

る
と
し
、
土
地
は
提
供
さ
せ
、
迫
害
は
止
め
さ
せ
、
か
つ
衆
人
中
の
主
導
者
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
裁
き
を
下
し
て
、
「
庶
情
理
脅
準
其
卒
、

帥

而
争
端
可
期
永
息
失
」
と
い
う
。
や
や
技
巧
的
な
修
僻
で
あ
る
が
、
理
と
情
の
劃
比
を
示
す
も
の
と
し
て
面
白
い
。

_._ 
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以
上
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
理
と
情
は
劃
立
す
る
概
念
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
結
び
あ
い
補
い
あ
っ
て
「
情
理
」
す
な
わ
ち
中
園
的
良
識
を

形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
最
も
遁
在
的
な
裁
剣
基
準
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
ん
ず
く
人
情
こ
そ
は
す
べ
て
に
冠
た
る

例

制

W

M

開

お
き
て
で
あ
っ
た
と
さ
え
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
「
王
道
近
人
情
」
「
王
道
本
乎
人
情
」
「
王
法
本
乎
人
情
」
な
ど
の
成
句
は
法
責
務
に
嘗

る
者
の
一
種
の
口
ぐ
せ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
王
者
の
傘
ぶ
「
躍
」
な
る
も
の
も
、
人
情
を
鐙
現
し
た
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
人
情
を
抑

制
刷

匿
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
の
在
輝
租
は
言
う
、
「
且
薩
順
人
情
。
情
之
所
不
可
禁
、
不
能
執
躍
以
奪
之
也
」
。
「
躍
は
人
情
に
順

紛

う
」
と
は
こ
れ
ま
た
一
種
の
口
ぐ
せ
で
あ
っ
た
。
凡
庸
な
人
び
と
の
無
理
か
ら
ぬ
気
持
を
踏
み
に
じ
ら
な
い
こ
と
が
王
道
の
要
諦
と
さ
れ
て
い

M
開

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
沈
桁
慶
は
い
み
じ
く
も
言
う
、
「
人
情
之
所
使
、
即
王
道
之
所
許
也
」
。

こ
の
よ
う
に
情
理
が
慶
汎
に
機
能
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
園
法
が
無
視
さ
れ
た
と
か
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
康
岡
山年

間
商
号
巡
撫
の
任
に
あ
っ
て
或
る
立
嗣
を
め
ぐ
る
紛
争
を
裁
い
た
朱
宏
砕
の
剣
語
に
、
関
係
律
例
候
文
を
引
い
た
上
で
、
「
律
文
開
載
甚
明
、

皆
於
情
理
一
階
嘗
」
と
評
樟
し
、
ま
た
「
凡
民
間
有
不
公
不
法
之
事
、
官
司
掛
酌
情
理
判
決
。
其
有
強
梁
不
遺
者
、
依
法
懲
治
。
何
用
費
心
調

剤
」
と
言
う
。
法
は
情
理
を
明
確
化
し
か
っ
こ
れ
に
強
制
力
を
賦
興
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
情
理
と
法
、
が
敵
劃
関
係
に
立
つ
の
で

な
い
。
光
緒
の
董
浦
の
剣
語
に
は
同
じ
く
立
嗣
を
め
ぐ
る
律
例
を
引
い
て
、
「
此
縁
人
情
以
定
例
、
即
所
謂
愛
縫
之
読
也
。
聖
人
術
察
民
隠
、

- 93ー
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「
埠
埋
律
例
出
自
御
定
。
省
府
各
大
憲
亦
必
俗
準
。
南
山
可
移
、
此
剣

h
F
 

不
可
易
也
」
と
て
、
こ
の
法
律
に
従
っ
た
裁
判
は
ど
こ
へ
出
し
て
も
揺
ぐ
も
の
で
な
い
と
嘗
事
者
に
読
識
し
て
い
る
。
同
じ
く
董
捕
は
ま
た
「
惟

M
W
 

夫
亡
再
醗
不
入
禁
令
。
此
聖
人
睦
値
之
情
也
。
至
買
休
買
休
、
律
有
明
候
」
と
言
う
。

於
立
賢
立
愛
一
端
、
委
曲
周
密
。
其
例
覗
臆
縫
篤
更
詳
」
と
解
説
し
、

る
)
し
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

律
例
は
聖
人
が
人
情
を
曲
目
値
(
人
の
身
に
な
っ
て
思
い
や

「恭
し
く
大
清
律
例
を
緯
く
に
」
と
か
、

し

た

が

っ

て

こ

れ

を

口

に

す

る

と

き

、

「

夫

れ

大

清

律

例

は

蔦

制

判

例

世
不
易
の
経
と
魚
す
」
と
か
い
う
表
現
と
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
様
式
の
一
位
ど
こ
に
「
法
の
軽
蔑
」
が
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
民
と
て
も
法
を
軽
蔑
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
官
憲
と
し
て
は
立
入
る
べ
き
で
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
官
憲
の
介
入
を
求

と
ら
わ
れ
の
な
い
眼
で
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
族
譜
の
改
ざ
ん
行
魚
を

伺

「
園
家
並
無
此
項
律
文
。
従
何
按
擬
」
と
斥
け
ら
れ
、
寡
婦
の
改
嫁
に
際
し
て
、
夫
が
失
践
の
た
め
改
嫁
す
る
場

M
W
 

合
と
同
様
に
官
の
誼
明
書
を
交
附
し
て
欲
し
い
と
申
請
し
て
拒
否
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
数
へ
の
改
宗
者
が
地
域
同
族
の
停
統
的
な
迎
神
寮
舎
の
行

め
て
訴
や
申
請
が
な
さ
れ
た
事
例
が
散
見
す
る
と
い
う
事
貫
を
、

罰
し
て
欲
し
い
と
訴
え
て
、
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事
へ
の
費
用
分
措
を
拒
む
行
震
を
、
取
締
っ
て
欲
し
い
と
訴
え
て
、
組
理
街
門
の
通
達
を
引
い
て
「
山
霊
に
一
族
の
組
規
、

制

な
ら
ん
や
」
と
斥
け
ら
れ
て
い
る
例
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
掲
、

一
朝
の
王
法
よ
り
大

よ
め
と
そ
の
女
靖
の
聞
の
往
来
を
禁
じ
て
欲
し
い
と
い
う
姑
の
訴
な
ど
も

こ
れ
に
類
す
る
。
近
代
民
主
主
義
の
浸
透
以
前
の
日
本
の
民
衆
の
聞
に
何
ら
か
意
に
満
た
ぬ
現
象
を
自
に
す
る
と
、
無
雑
作
に
少
な
ぜ
法
律

で
取
締
ら
な
い
の
か
。
と
言
い
出
す
短
絡
的
思
考
が
な
き
に
し
も
非
ず
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
一
種
の
官
憲
依
存
な
い
し
は

い純利
。用

の
，心
理
カL

あ
っ
た
と
見
る

'̂' 
き
で
あ
ろ
う

高
向
な
法
意
識
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

法
の
軽
蔑
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

園
家
の
法
律
は
情
理
を
部
分
的
に
寅
定
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
情
理
一
般
の
働
ら
き
に
手
が
か
り
を
興
え
る
も
の
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
法
律
の
文
言
は
情
理
に
よ
っ
て
解
穫
も
さ
れ
饗
逼
も
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
徐
土
林
は
婚
約
に
お
け
る

倒

「
夫
律
園
法
也
。
即
人
情
也
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
大
海
と
氷
山
の

信
義
誠
質
の
問
題
を
め
ぐ
る
律
例
の
解
稗
を
展
開
す
る
前
お
き
と
し
て
、

た
と
え
は
こ
の
意
味
で
も
適
切
で
あ
る
。
情
理
と
い
う
水
の
一
部
が
凝
っ
て
形
を
な
し
た
も
の
が
法
律
に
外
な
ら
な
い
。



法
源
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の
に
な
お
「
躍
」
と
経
義
(
儒
教
古
典
の
援
用
)
、

紙
面
の
制
約
上
、

お
よ
び
慣
習
が
あ
る
。

詳
論
は
後
日
に
期

ω
 

一
部
と
重
な
り
合
う
し

瞳
は
多
分
に
理
の

し
て
見
通
し
と
し
て
の
結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
躍
が
言
及
さ
れ
る
事
案
は
意
想
外
に
少
な
い
。

|
|
理
は
贋
く
取
引
法
の
分
野
ま
で
及
ぶ
が
植
は
殆
ん
ど
身
分
法
の
分
野
だ
け
に
限
ら
れ
る
ー
ー
ま
た
多
分
に
園
法
の
な
か
に
睦
現
さ
れ
て
お

っ
て
、
直
接
「
躍
」
の
名
で
働
ら
く
こ
と
が
少
な
い
。
か
つ
「
躍
貴
従
時
、
非
可
泥
古
」
、
現
在
の
法
律
は
「
古
曜
の
闘
を
補
う
」
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
、
躍
の
古
典
よ
り
も
現
王
朝
の
法
律
の
方
が
放
力
に
お
い
て
優
先
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
兄
が
そ
の
夫
亡
の
子
の
た
め
に
冥
婚

(
天
亡
の
女
を
探
し
て
死
者
同
士
を
夫
妻
た
ら
し
め
る
)
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
、
弟
、が
訴
を
起
し
、

『
周
膿
』
を
引
い
て
そ
の
非
を
論
じ
た

の
に
劃
し
て
、

「
生
今
之
世
、
不
能
援
古
躍
、
以
妄
改
王
章
。
安
能
執
古
制
、
以
妄
補
今
律
乎
」
と
ま
ず
は
原
則
を
示
し
た
上
で
、
冥
婚
の
よ

う
に
躍
に
根
擦
は
な
く
と
も
民
間
に
行
わ
れ
て
い
る
風
習
で
あ
っ
て
律
文
に
も
禁
止
が
な
い
も
の
を
取
締
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

同
制

斥
け
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
注
目
に
債
す
る
。

と
し
て
訴
を

- 95ー

た
だ
一
事
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
地
方
慣
習
の
な
か
か
ら
規
範
を
見
出
し
て

そ
れ
に
基
い
て
裁
き
を
つ
け
た
と
い
う
明
瞭
な
事
案
を
、
筆
者
は
つ
い
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
心
あ
る
地
方
官
が
赴
任
し
た
土
地
の
風

俗
を
知
る
こ
と
に
努
め
た
の
は
事
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
遍
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
情
理
を
働
か
せ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
事
質
認
識
を

慣
習
に
つ
い
て
は
す
べ
て
を
後
日
に
期
し
、

深
め
る
た
め
|
|
人
情
に
逼
.
す
る
た
め
ー
ー
ー
で
あ
っ
て
、
慣
習
法
と
い
う
質
定
的
規
範
に
精
逼
し
た
い
が
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
剣
語

の
な
か
に
阻
俗
・
土
風
・
土
例
が
1
1
1
事
賓
時
折
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
|
|
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
現
わ
れ
る
か
を
見
て
も
ほ
ぼ
察
し
の
つ
く

こ
と
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
認
識
に
基
い
て
慣
習
法
は

「聴
訟
」
に
お
け
る
法
源
の
考
察
か
ら
除
か
れ
る
と
し
よ
う
。
剣
例
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は

既
に
述
べ
た
。
そ
し
て
民
法
皐
者
は
保
理
を
法
源
の
う
ち
に
数
え
な
い
の
を
常
と
す
る
。
同
じ
用
語
法
に
依
る
な
ら
ば
情
理
も
ま
た
法
源
で
な

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
中
園
清
代
に
は
極
く
僅
か
な
敷
の
園
法
の
候
文
|

|
し
か
も
そ
の
適
用
は
情
理
に
よ
っ
て
饗
逼
さ
れ

95 

得
る
|
|
'
以
外
に
は
、
民
事
的
法
源
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
事
責
で
あ
り
か
つ
不
思
議
で
な
い
の
で
あ
る
。
何
と



96 

な
れ
ば
、
本
稿
の
始
め
に
述
べ
た
よ
う
に

「
聴
訟
」
と
は
数
識
的
調
停
で
あ
っ
て
、
競
技
の
審
剣
と
根
を
同
じ
く
す
る
性
質
の
訴
訟
|
|
野

岬
良
之
数
授
の
言
わ
れ
る
ア
ゴ
ン
的
訴
訟
ー
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ル
ー
ル
を
細
か
く
決
め
て
お
く
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
裁
剣
の
公
卒
さ
の
保
障
は
、
品
ロ田
事
者
の
|
|
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
に
も
せ
よ
l
|
受
諾
に
よ
っ
て
落
着
す
る
と
い
う
手
緩
構
造
の
な
か
に
お

か
れ
て
い
た
。
首
事
者
と
裁
判
官
の
聞
の
い
う
な
れ
ば
押
し
問
答
を
通
じ
て
情
理
の
落
着
く
と
こ
ろ
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
で
不
完
全
な
稿
を
終
る
。

「情」

と
こ
ろ
で
後
日
こ
れ
が
補
完
さ
れ
た
と
し
て
も
な
お
基
本
的
に
不
足
で
あ
ろ
う
。

「
理
」
と
は
修
僻
で
あ
っ
て
概
念
規
定
さ
れ
た
術
語
で
な
い
こ
と
の
蹄
結
と
し
て
、
文
字
に
着
目
す
る
本
稿
の
よ
う
な
攻
め
方
に
は
、

基
本
的
に
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
字
に
と
ら
わ
れ
ず
に
事
案
の
内
容
そ
の
も
の
を
見
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
情
理
の
構
造
が
如

そ
れ
は
既
速
の
よ
う
に

買
に
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
雑
多
な
事
案
内
容
を
総
括
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
婚
約
と
か
金
銭
債
権
と

か
、
事
案
類
型
別
の
分
析
的
研
究
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
標
題
に
「
概
括
的
検
討
」
と
題
し
た
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

註ω
本
稿
は
か
つ
て
東
洋
文
庫
に
お
い
て
「
清
代
の
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
家

族
法
」
と
い
う
や
や
適
切
を
紋
く
題
名
で
行
っ
た
講
演
の
中
で
述
べ
た
こ

と
を
設
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
東
洋
文
障
害
報
第
七
銃
に
講
演
要
旨
掲

市氏。ω
清
代
首
時
の
人
が
こ
の
匿
別
を
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
た

と
え
ば
次
の
文
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
「
然
州
燃
断
擬
庶
獄
、
自
城
E

以
上
、
例
由
郡
守
審
穂
、
以
迷
於
泉
司
。
外
有
督
撫
考
其
成
、
内
有
三
法

司
、
執
法
以
議
其
後
。
其
人
有
非
甚
不
宵
、
断
無
敢
軽
心
以
従
事
者
。
濁

至
自
理
詞
訟
、
則
弁
無
文
法
之
相
縄
、
惟
有
利
欲
之
是
誘
。
且
也
、
精
詳

者
無
由
登
上
考
、
路
駁
者
無
由
列
弼
章
。
是
以
琴
堂
訟
胸
、
大
学
慶
封
」

(
『
府
剣
録
存
』
朱
魚
弼
序
〉

- 96ー

ω
詳
し
く
は
拙
稿
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
」
(
法
制
史
皐
曾
編
『
刑
罰

と
園
家
権
力
』
創
文
祉
一
九
六

O
年
所
枚
)
参
照
。

ω
詳
し
く
は
拙
稿

「清
代
の
司
法
に
お
け
る
剣
決
の
性
格
」
と
く
に
そ
の

第
三
節
(
法
撃
協
舎
雑
誌
九
二
巻
一
蹴
四
八
頁
以
下
)
参
照
。
ヘ
ン
ダ
l

ソ
ン
氏
の
言
葉
の
意
味
も
そ
こ
で
紹
介
し
た
。
借
用
す
る
の
は
言
葉
だ
け

で
あ
っ
て
中
閣
の
事
象
に
つ
い
て
の
氏
の
見
解
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
中

園
の
民
間
で
行
わ
れ
た
調
停
を
激
論
的
調
停
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
筆
者

は
決
し
て
賛
同
し
な
い
。

ω
こ
れ
は
筆
者
と
し
て
始
め
て
の
渡
言
で
あ
り
史
料
的
一義
附
け
は
後
日
に

期
す
る
。

帥
『
皐
仕
録
』
各
一

M
a
。
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的
『
焚
山
政
書
』
(
近
代
中
園
史
料
叢
刊
六
四
六
〉
巻
一
七
6
b
。

制
『
講
求
共
済
録
』
批
詞
M
a
。

例
同
右
示
稔
2
b
。

帥
『
成
案
索
編
』
雅
爾
恰
数
回
等
輯
巻

一
六
但
b
。
弟
が
盗
を
犯
し
た

の
で
兄
二
人
が
こ
れ
を
犯
殺
。
そ
れ
を
見
て
父
が
怒
り
斧
で
打
ち
か
か
る

の
を
第
三
者
が
止
め
に
入
り
、
も
み
合
う
う
ち
に
誤
っ
て
父
と
さ
ら
に
母

を
殺
し
た
。
雨
親
の
屍
を
穴
に
埋
め
た
が
弟
は
後
に
蘇
生
し
た
と
い
う
奇

妙
な
事
案
で
あ
る
。

帥
『
機
卿
政
蹟
』
(
近
代
中
園
史
料
叢
刊
三
七
八
U

巻
六
回
b

〔受
躍
頼

婚
事
〕
。

同
た
だ
し
一
種
の
修
併
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
れ
程
正
確
な
概
念
操
作
で

あ
る
か
は
問
題
に
し
な
い
で
お
こ
う
。
創
刊
決
は
女
に
厳
し
い
よ
う
に
見
え

る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
て
お
け
ば
い
ず
れ
ど
ち
ら
か
が
折
れ
て
園
満
解
決

す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

帥
方
大
淀
『
卒
卒
言
』
巻
四
日
b
に
も
自
己
の
或
る
行
政
措
置
を
自
讃
し

て
、
「
論
天
理
、
論
園
法
、
論
人
情
、
均
態
如
此
」
と
い
う
。

ω
剣
語
に
つ
い
て
前
掲
拙
稿
第
一
節
(
法
皐
協
曾
雑
誌
九
一
巻
八
時
恥
)
参

照
。
以
下
に
「
批
」
と
「
剣
」
を
併
せ
て
史
料
と
す
る
。

帥
『
塊
卿
政
蹟
』
巻
四
日
b
。
例
と
は
戸
律
婚
姻
出
妻
傑
例
こ
を
指
す
。

以
下
僚
例
は
『
大
清
律
例
婚
修
統
纂
集
成
』
光
絡
二
十
五
年
版
牧
載
の
順

序
に
よ
り
番
続
で
示
す
。

帥
『
椀
卿
政
蹟
』
巻
六
日

a
。
例
と
は
戸
律
田
宅
、
盗
貰
田
宅
保
例
八
を

指
す
。

帥
董
浦
『
奥
卒
賛
言
』
倉
一
6
b
。
例
禁
と
は
刑
律
訴
訟
越
訴
僚
例
七
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。

M
W

『
講
求
共
済
録
』
批
詞
問
山

a
。

同
鍾
謹
志
『
柴
桑
庸
録
』
巻
一
一
5
a
。

同
道
府
レ
ベ
ル
の
剣
語
で
官
員
に
劃
し
て
『
底
分
則
例
』
を
引
い
て
い
る

例
は
あ
る
(
『
徐
雨
降
中
丞
勘
語
』
巻
三
日

a
〔
徐
天
繕
授
造
文
冊
案
〕
)
。

帥
董
浦
『
汝
東
釧
語
』
各
二
4
a
。

伺
李
鈎
『
剣
語
録
存
』
巻
一
二
4
a
。

M
W

熊
賓
コ
ニ
邑
治
略
』
巻
五
3
b
。
こ
の
乾
隆
の
定
例
は
大
諸
問
律
例
各
種

私
版
本
の
戸
律
回
宅
典
買
田
宅
の
上
欄
に
こ
の
通
り
の
文
言
で
見
え
て
い

る
。
首
然
何
ら
か
長
い
文
件
の
簡
略
で
あ
る
が
、
原
文
件
を
筆
者
は
未
だ

探
し
得
て
い
な
い
。
熊
賓
自
身
も
律
例
私
版
本
か
ら
引
い
た
だ
け
で
あ
ろ

う
。
『
三
巴
治
略
』
巻
五
日

a
に
も
「
雌
定
例
有
十
年
以
外
補
税
一
篠
」

と
い
う
。
同
じ
も
の
で
あ
る
。

倒
『
汝
東
剣
語
』
巻
三
ロ
b
。

同
な
お
『
汝
東
側
門
語
』
巻
二
5
a
「
至
啓
等
呈
詞
剣
」
に
「
乾
隆
四
十
年

欽
遵
吉
岡
宗
特
旨
、
准
以
濁
子
殺
承
商
房
宗
跳
」
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
内

容
的
に
は
戸
律
戸
役
立
嫡
子
違
法
篠
例
五
に
吸
枚
さ
れ
て
い
る
。
裁
兆
佳

『
天
台
治
略
』
に
「
本
態
接
照
新
例
究
擬
」
な
ど
新
例
と
い
う
言
葉
が
で

て
来
る
が
(
各
三
n
b
、
同
M
M
a
)
、
こ
れ
は
康
照
時
代
に
頻
り
に
愛
生

し
て
い
た
新
し
い
篠
例
を
指
す
。
薙
正
に
な
っ
て
整
理
さ
れ
て
や
が
て
大

清
律
例
と
し
て
定
着
す
る
。

帥
『
汝
東
剣
一
語
』
巻
三
1
a

〔曾
正
秀
等
呈
詞
剣
〕
に
「
例
載
.
軍
戸
准

賀
民
因
。
一
律
過
割
完
糧
」
と
あ
る
の
は
、
同
書
の
次
件
〔
曾
正
秀
等
績

霊
剣
〕
に
「
軍
戸
自
置
民
回
、
一
律
税
契
、
業
経
羅
前
任
菓
奉
藩
憲
、
査

照
定
例
、
詳
蒙
撫
憲
批
筋
通
行
」

(
各
三
2
b
〉
と
あ
る
に
よ
っ
て
、

江

西
省
の
立
法
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
同
じ
く
董
浦
の

『晦
閤
粛
筆
語
』
巻

- 97-
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一
2
a

〔
熊
申
階
等
呈
詞
剣
〕
に
「
例
載
;
水
沖
沙
翠
団
地
、
必
須
逐
畝

履
勘
、
逐
畝
試
掘
。
如
胤
山
積
不
厚
、
未
能
挑
復
、
即
干
滋
惰
奏
民
、
有
心

荒
蕪
之
答
。
如
或
後
積
果
深
、
詳
諮
諮
菟
」
と
あ
る
の
も
恐
ら
く
同
様
で

あ
ろ
う
。

制
た
と
え
ば
『
汝
東
剣
一
語
』
巻
二
国
b

「
籍
盗
之
案
、
典
史
例
得
査
究
」
、

『
諮
求
共
済
銀
』
堂
断
a
b
「
査
民
閲
有
父
母
者
、
其
子
不
得
自
幕
。
故

凡
買
寅
不
由
其
親
、
即
篤
盗
買
盗
賀
、
犯
必
重
究
。
此
定
例
也
」
な
ど
。

伺
か
つ
宋
代
の
方
が
清
代
よ
り
も
民
事
的
法
規
の
内
容
が
盟
富
で
あ
っ
た

と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。

倒
『
奥
卒
質
言
』
倉
一

5
b
〔
彰
大
受
呈
詞
剣
〕
。
董
浦
は
他
で
も
「
略

賀
子
婦
、
鋭
新
成
案
L

、
「
嘉
慶
二
十
二
年
部
駁
院
省
成
案
」
、
「
嘉
慶
十
九

年
河
南
成
案
」
な
ど
を
ロ
に
す
る
が
(
『
汝
東
判
語
』
各
一

4
a
、
同
を

一一

5
b
、
7
a
〉
、
い
ず
れ
も
刑
案
の
部
類
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

帥
胡
皐
醇
(
秩
潮
)
の
裁
判
質
話
集
『
問
心
一
隅
』
に
〔
控
紋
別
断
〕
と

題
す
る
話
が
あ
る
(
各
下
m
m
a
〉
。
各
地
に
十
数
の
支
庖
を
も
っ
商
舗
に

二
十
数
年
勤
め
た
老
番
頭
が
五

O
O徐
雨
の
使
い
込
み
を
し
て
返
せ
な
い

で
訴
え
ら
れ
た
と
い
う
事
件
。
老
人
の
人
柄
は
誠
寅
で
あ
り
無
理
も
な
い

事
情
の
あ
っ
た
こ
と
を
掛
酌
し
て
、
老
人
の
五
人
の
息
子
を
支
庖
に
雇

ぃ
、
給
料
の
半
額
を
父
の
使
い
込
み
の
排
済
に
嘗
て
さ
せ
る
と
い
う
裁
定

を
、
商
舗
の
若
主
人
に
受
け
入
れ
さ
せ
て
落
着
し
た
。
こ
れ
を
賢
明
な
裁

判
だ
と
褒
め
る
人
に
胡
皐
醇
は
答
え
て
言
っ
た
と
い
う
、
「
無
奇
也
。
昔

日
挑
寅
甫
観
察
、
令
武
準
時
、
有
控
欠
者
、
輿
此
案
大
同
小
異
。
余
特
佑

其
意
而
行
之
爾
」
。
先
輩
の
裁
剣
の
故
知
に
皐
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

制
本
稿
寄
稿
の
依
頼
を
引
受
け
る
と
き
、
質
は
宋
元
時
代
と
清
代
と
の
比

較
論
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
が
、
着
手
し
て
見
る
と
紙
面
も
時
間
も
到
底

足
ら
な
い
。
他
日
に
期
す
る
ほ
か
は
な
い
。

伺
中
村
茂
夫

「
清
代
の
剣
語
に
見
ら
れ
る
法
の
適
用
|
|
特
に
謹
告
、
威

逼
人
致
死
を
め
ぐ
っ
て
」
(
法
政
理
論
・
新
潟
大
皐
九
巻
一
競
)

帥
『
雅
江
新
政
』
看
語
ぬ
b

〔
祝
丹
徐
控
曾
蔦
斗
案
〕
|
|
侵
占
他
人
目

宅
律
に
よ
り
杖
六
十
。
『
府
剣
録
存
』
巻
一

%
b
〔
道
光
十
九
年
八
月
二

十
五
日
奉
督
憲
批
一
案
〕
|
|
不
在
法
賊
に
よ
り
杖
七
十
。
『
誠
求
録
』

単位四
8
b

〔
報
明
男
命
等
事
〕
||
認
告
篠
例
一

O
に
よ
り
杖
八
十
。
岡

山

b

〔
袋
計
寅
銅
等
事
〕

l
1
1重
複
典
買
に
よ
り
答
五
十
。
同
お
b

〔説

佑
混
断
等
事
〕
|
|
盗
賀
官
田
律
に
よ
り
杖
一
百
。
な
ど
を
拾
い
得
た
程

度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
上
司
批
裂
の
案
件
で
あ
る
。

制
勿
論
す
べ
て
の
場
合
に
無
用
と
い
う
の
で
は
な
い
。
刑
事
案
件
に
お
い

て
は
従
犯
等
の
伽
競
以
下
の
罪
ま
で
正
確
に
擬
律
さ
れ
た
し
、
上
司
か
ら

刑
事
事
件
と
し
て
取
調
べ
を
命
ぜ
ら
れ
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の

犯
人
が
榔
競
以
下
で
あ
る
場
合
に
も
正
確
に
擬
律
し
て
答
申
さ
れ
た
。

『
紙
上
経
給
』
巻
一
招
に
枚
め
る
案
件
の
中
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る

(m

a

〔
宣
葱
鎚
詐
等
事
〕
な
ど
〉
。

伺

た

と
え
ば
「
凡
典
買
田
宅
、
不
税
契
者
、
答
五
十
。
契
内
田
宅
債
銭
一

半
入
官
」
(
戸
律
田
宅
典
買
田
宅
律
)
な
る
規
定
。
白
契
が
夜
見
さ
れ
た

と
き
補
税
す
な
わ
ち
そ
の
時
貼
で
納
税
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で

あ
る
の
が
普
、
通
で
あ
る
。
極
め
て
稀
に
債
銭
一
宇
入
官
を
命
ぜ
ら
れ
た
例

は
あ
る
が
(
『
誠
求
録
』
巻
四
位
b

〔
仮
契
移
佑
等
事
〕
)
、
答
五
十
と
か
そ

の
他
の
鐙
罰
と
か
を
受
け
た
例
は
紹
え
て
見
ら
れ
な
い
。
戸
律
婚
姻
男
女

婚
姻
律

「
而
純
悔
者
、
答
五
十
O
i
-
-
-
若
再
許
他
人
未
成
者
、
杖
七
十
」

な
る
規
定
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

M
W

た
と
え
ば
、
殿
密
な
意
味
で
謹
告
で
な
く
て
も
理
の
な
い
健
訟
行
震
は

- 98ー



99 

と
か
く
飽
罰
を
受
け
る
傾
向
が
あ
る
。

制
寛
厳
は
裁
剣
官
の
人
柄
に
よ
っ
て
異
り
得
た
。
乾
隆
年
間
鳳
朔
府
知
府

た
り
し
康
茶
は
仁
慈
の
人
で
、
建
罰
は
お
お
む
ね
三
つ
叩
く
だ
け
で
あ
っ

た
の
で
、
「
康
三
板
」
と
津
名
さ
れ
語
り
縫
が
れ
た
〈
『
府
剣
録
存
』
巻

五
回
b
)
。
胡
皐
醇
は
、
稲
穂
数
把
を
盗
割
し
て
つ
か
ま
り
突
出
さ
れ
て

来
た
盗
人
を
、
普
通
は
一
頓
痛
打
し
て
終
り
と
す
る
の
だ
が
、
打
よ
り
も

伽
が
よ
い
、
一
箇
慮
で
十
日
伽
践
す
る
よ
り
一
日
で
四
門
を
引
き
ま
わ
し

て
衆
に
示
す
方
が
よ
い
と
考
え
て
そ
の
よ
う
に
庭
置
し
た
と
こ
ろ
、
以
後

盗
割
で
突
出
さ
れ
る
者
が
ぴ
た
り
と
止
ん
だ
と
い
う
経
験
を
語
っ
て
い
る

(
『
問
心
一
隅
』
巻
下
〔
治
小
縞
〕

m
a
y
懲
ら
し
め
の
手
段
に
は
大
幅

な
選
揮
の
品
跡
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

倒

『

徐

雨
降
中
丞
勘
一
語
』
巻
四
回

a

〔
黄
氏
告
黄
講
等
案
〕
、

『
府
判
録

存
』
巻
コ
ロ
m
a
〔
道
光
二
十
年
三
月
初
二
日
・
:
:
一
笑
〕
な
ど
。

倒
『
剣
語
録
存
』
巻
四
8
a
〔
己
責
復
説
事
〕
、
『
機
卿
政
蹟
』
巻
三
日
b

〔
活
割
事
〕
な
ど
。

帥
戸
律
回
宅
典
頁
田
宅
保
例
一
「
告
争
家
財
田
産
、
但
係
五
年
之
上
、
・
・

:
・
不
許
重
分
再
勝
。
告
詞
立
案
不
行
」
。
剣
語
の
中
で
こ
の
篠
例
に
言
及

し
た
も
の
を
紹
え
て
見
出
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
次
節
所
掲
事
例
⑫
の
よ

う
に
、
五
年
は
お
ろ
か
三
十
六
年
後
に
訴
訟
が
起
り
審
理
さ
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。

帥

『
府
剣
録
存
』
巻
三
1
a

〔
道
光
二
十
年
二
月
初
八
日
、
醇
一
幅
凝
一

案
〕
。
本
件
は
同
書
巻
二
回

a
〔
道
光
十
九
年
十
二
月
十
四
日
、
醇
一
隅
凝
等

一
案
〕
の
む
し
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
戸
律
戸
役
立
嫡
子
違
法
僚
例
六
。

帥
『
剣
語
録
存
』
巻
三
回
b

〔
不
鶏
胞
兄
立
嗣
〕
に
「
積
有
訟
嫌
、
例
不

取
繕
」
と
い
う
の
も
同
じ
。

同
『
問
心
一
隅
』
巻
上

u
a
〔
斗
行
公
菓
〕
。

崎
戸
律
市
塵
市
司
評
物
債
篠
例
一
。

制
戸
律
戸
役
立
嫡
子
違
法
脇
田
例
三
。

制
『
汝
東
剣
語
』
巻
四
お
b

〔
食
徐
氏
等
控
案
剣
〕

帥
『
卒
卒
言
』
各
二
印
b
。

制
『
天
台
治
略
』
巻
三
日

a

〔
一
件
負
隙
呑
佑
等
事
〕
。

葉
中
観
。

帥
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
巻
四
ロ

a
〔
永
定
蘇
生
員
謝
潤
堂
告
謝
山
田
市
遥
等

案〕。

A
謝
潤
堂
。

刷
『
徐
雨
降
中
丞
勘
語
』
巻
四
m
m
b

〔
陳
陽
告
朱
昼
等
案
〕
。

A
陳
皐

B
陳
同

C
陳
楊

D
朱
盤

E
陳
厚
。

倒
『
誠
求
録
』
巻
四
1
a

〔
拐
窓
謀
奪
等
事
〕
。

A
匡
之
甲

B
糞
之
丁

妻
某
氏

C
E
莱。

同
『
剣
語
録
存
』
巻
一
日
出

a
〔
銭
債
事
〕
。

A
周
景
錫

B
喬
理
邦
。

同
『
府
剣
録
存
』
袋
二
回

a
〔
道
光
十
九
年
十
二
月
十
六
日
、
佳
彦
芳
一

案〕。

A
雀
祭
徳

B
佳
順
徳

C
佳
成
徳
。

伺
『
府
剣
録
存
』
径
四
位

a

〔
道
光
二
十
年
三
月
初
八
日
、
李
王
氏
一

案]。

A
李
成
陵

B
部
登一隅

C
李
王
氏
。

帥
『
椀
卿
政
蹟
』
各
二

m
a
〔
滅
約
段
婚
事
〕
o
A
王
氏

B
渚
景
魁
。

伺
『
塊
卿
政
蹟
』
径
六

m
a
〔
遜
批
呈
{
子
事
〕
。

A
王
資
氏

B
瑞
容
、

そ
の
夫
張
仰
儀
。

同
開
『
汝
東
剣
語
』
巻
四
国
b

〔
陳
協
恭
等
控
案
剣
〕
。

伺
『
徐
雨
降
中
丞
勘
一
訪
問
』
巻
四
乃
b

〔
察
仁
告
張
英
等
案
〕
。

A
察
才
、

そ
の
母
陳
氏

B
張。

A
胡
名
世

B 
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帥
『
府
剣
録
存
』
巻
一

w
a
〔
道
光
十
九
年
十

一
月
二
十
五
日
、
馬
駿
一

案〕
。
A
馬
健
、
そ
の
孫
馬
駅

B
馬
訓
、
そ
の
子
馬
数
施
。

制
た
と
え
ば
、
「
仇
同
士
が
出
舎
い
が
し
ら
に
相
組
ん
で
悪
事
を
働
く
な

ど
い
う
こ
と
は
情
理
と
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
(
仇
餓
相
遇
、
狼
狽
鴛

好
、
此
尤
情
理
之
所
必
無
者
)
」
(
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
巻
三
日
山
b
)
な

ど
と
い
う
場
合
。

倒
、
在
師
陣
租
は
譲
帝
盲
人
が
世
務
を
省
み
ず
往
古
を
高
談
す
る
こ
と
を
戒
め
て

言
う
、
「
不
知
、
通
人
云
者
、
以
通
解
情
理
、
可
以
引
経
制
事
」
(
『
後
節

堂
庸
訓
』
単
位
五
〔
譲
書
以
有
用
篤
貴
〕)。
現
賀
社
舎
の
良
識
と
相
侠
た
な

け
れ
ば
議
書
も
意
味
が
な
い
。

伺
『
雅
江
新
政
』
審
箪
U
a

〔
黄
世
孝
控
黄
世
躍
巻
〕
。

A
寅
世
孝

B

資
世
捜

C
貧
世
忠
。

糾
な
お
同
書
所
牧
の
事
案
に
は
他
に
も
父
系
制
の
原
則
か
ら
外
れ
る
現
象

が
数
多
く
現
わ
れ
る
。
そ
れ
が
嘗
地
の
風
習
を
な
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
『
雅
江
新
政
』

は
面
白
い
史
料
で
あ
る
。

制
梁
啓
超
『
中
園
成
文
法
編
制
之
、沿
革
』
一
九
一
一
一
一
一
一
年
、
議
北
中
華
書
局

一
九
五
七
年
、
一
二
一
良
湖
註
。
な
お
中
園
語
に
お
い
て
「
僚
理
」
と
い
う

熟
語
は
、
シ
ス
テ
マ
テ

ィ
夕
、
整
然
た
る
手
順
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
使

わ
れ
る
。
『
卒
卒
言
』
径

一
G
a
「
事
不
論
大
小
、
線
要
有
保
理
。
無
僚

理
則
飢
次
以
済
。
韓
信
将
兵
、
多
多
盆
善
。
不
外
分

・
数
・

明
三
{子
L

。

制
我
妻
祭
『
民
法
線
則
』
、
岩
波
一

九一
一一
一一
一
年
、
二
ハ
|
一
七
頁
。

制
『
問
心
一
隅
』
巻
下
7
a
。
『
焚
山
政
書
』
巻
一

m
a
に
も
「
欠
債
還

銭
、
一
定
之
理
L
。

M

開
『
徐
雨
降
中
丞
勘
吉
田
』
巻
三
飢
b
。

州
制
『
問
心
一

隅
』
巻
下
お

a
。
「
有
L

は
誤
字
か
街
字
と
思
わ
れ
る
。

同
『
府
剣
録
存
』
巻
五
日
叩

a
。

制

『
剣
語
録
存
』
返
鳳
鰯
序
に
よ
れ
ば
著
者
李
鈎
は
「
既
に
長
じ
、
乃
ち

理
皐
を
以
て
宗
と
魚
」
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
剣
語
に
も
こ

の
黙
で
特
に
個
性
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
朱
子
撃
を
知
ら
な
い
筆
者
に
も
理

解
に
苦
し
む
黙
が
な
い
。

或
は
そ
の
よ
う
な
常
識
的
な
「
理
」
概
念
を
創

り
出
し
な
い
し
は
流
行
ら
せ
た
の
が
そ
も
そ
も
宋
翠
で
あ
っ
た
の
か
、

筆

者
に
は
よ
く
分
ら
な
い
。

同
『
徐
雨
降
中
丞
勘
語
』
巻
四
3
b

〔林
穂
告
蘇
迭
等
案
〕
。

同

英

語

は

ヱ
〉
・

0
ニ
2
・
与
の
と
是
認

阿川ミ
h
p
p
N
U
R
H
N
S

号ハ
τL
∞
由N
・

に
よ
る
。
「
恐
閲
省
中
無
此
人
情
〈
恐
ら
く
一
隅
建
省
中
で
こ
ん
な
や
り
方

は
な
い
だ
ろ
う
)
」
(
『
徐
雨
降
中
丞
勘
語
』
各
四
苅
b
〉
と
一
一
白
う
と
き
の

「
人
情
」
な
ど
は
。
普
通
の
こ
と
少

φ

習
慣
〆
と
い
う
意
味
に
な
る
。

同
孫
鼎
烈
『
四
西
策
決
事
』
各
一
一
的

a

〔
王
珊
友
批
〕
。
光
緒
年
間
掘
削
江

省
曾
稽
脈
。

「汲
差
郵
歴
」
(
寅
カ
部
隊
の
板
選
)
を
請
う
寄
吏
〈
で
あ

ろ
う
〉
の
申
請
を
斥
け
る
批
。

伺
『
汝
東
判
語
』
巻
二
日
a
〔繁
李
氏
呈
詞
判
〕
。

同

『
汝
東
側
州
諸
問』
径
五
H
a
b
o

『
椀
卿
政
蹟
』
巻
三
m
b
。
そ
の
他
、

『
四
西
粛
決
事
』
巻
一

7
a
、

『
天
台
治
略
』
巻
三
日

a
な
ど
。

開
『
四
西
融
問
決
事
』
巻
七
m
b
、
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
一
語
』
巻
一

5
a
、
『
塊

卿
政
蹟
』
巻
六
お

a
。

側

『
府
判
録
存
』
各
二
7
b
。

同
『
椀
卿
政
蹟
』
巻
四
日

a
な
ど
。

制
『
機
卿
政
蹟
』
巻
三
日
b

〔
活
割
事
〕
。
買
休
の
既
成
関
係
を
追
認
す

る
。

制

『
汝
東
剣
語
』
各
二
日

a
〔
繁
李
氏
呈
詞
剣
〕
。

寡
婦
が

む
す
め
の
堵
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の
所
に
長
く
逗
留
す
る
の
も
無
理
に
は
責
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
前
註
M
W

の
老
番
頭
も
「
論
理
不
該
、
論
情
山
問
有
可
原
」
と
さ
れ
て
い
る
。

倒
『
徐
雨
降
中
丞
勘
語
』
袋
二
7
a

〔
覆
審
陳
阿
謝
立
縫
案
〕
。
裁
剣
で

時
に
一
人
の
後
縫
と
し
て
二
人
を
併
立
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
を
説

明
し
て
こ
う
言
う
。

制
『
機
卿
政
蹟
』
径
六
2
b
〔
阻
築
坑
陥
事
〕
。

制
『
問
心
一
隅
』
巻
下
m
b
〔
痴
堵
退
婚
〕
。
癒
病
を
愛
し
た
婚
約
男
と

の
成
婚
を
，
強
い
ず
延
期
せ
し
め
た
裁
判
。

伺
『
徐
雨
降
中
丞
勘
一
語
』
巻
三
明

a

〔
責
香
等
争
縫
逐
縫
案
〕
。
事
柄
は

前
註
伺
と
同
じ
。

制
『
刑
案
腫
覧
』
巻
四
0
9
a

〔
雨
房
各
潟
安
委
後
安
之
妻
作
妾
〕
。
民

開
に
行
わ
れ
る
粂
挑
の
雨
妻
を
有
妻
更
安
妻
の
律
に
よ
っ
て
離
異
を
命
ず

る
こ
と
は
人
情
に
反
す
る
。
後
妻
の
妻
を
法
律
上
は
妾
と
認
め
て
歎
認
し

よ
う
と
い
う
議
論
。

制

『夢
痕
徐
録
』
部

a
。

帥
明
『
呉
中
剣
股
』

M
b
。
親
戚
の
男
女
が
ひ
そ
か
に
深
い
仲
と
な
っ
た
。

女
家
か
ら
訴
え
て
男
の
来
訪
を
差
止
め
、
む
す
め
を
杖
殺
し
て
く
れ
と
言

う
。
官
は
鴨
財
を
迫
納
さ
せ
て
婚
姻
を
認
め
る
。
そ
の
剣
語
に
「
律
雄
明

設
大
法
、
躍
尤
貴
順
人
情
」
。
前
註
伺
制
〔
繁
李
氏
呈
詞
剣
〕
に
ま
た
「
此

園
家
臨
験
人
情
、
笈
憐
加
熱
告
之
意
。
如
第
嬢
傘
卑
名
分
、
以
躍
相
責
、
往

往
不
得
其
卒
者
」
と
い
う
。
名
分
も
躍
も
人
情
の
「
卒
」
(
無
理
な
さ
)

に
道
を
譲
る
。
戸
律
戸
役
立
嫡
子
違
法
上
欄
輯
註
に
も
、
立
嗣
を
め
ぐ
る

篠
例
の
立
法
理
由
を
説
い
て
「
所
謂
稽
順
人
情
也
」
と
い
う
。

倒
『
椀
卿
政
蹟
』
各
六
凶
b

〔奪
縫
紹
嗣
事
〕
。

制
『
清
忠
堂
文
告
』
各
=
一
8
a

〔
審
断
殿
観
長
承
競
〕。
撰
者
朱
宏
鮮
な

る
名
は
京
大
人
文
研
漢
籍
目
録
か
ら
の
孫
引
き
。

制
『
呉
卒
賛
言
』
単
位
一

4
b
以
下
〔
彰
大
受
呈
詞
剣
〕

剣〕。

伺
『
汝
東
側
門
語
』
巻
三
5
b
〔
陳
王
氏
呈
詞
剣
〕
。

伺
『
汝
東
剣
語
』
各
三

m
a、
同
2
b
。

制
仁
井
田
陸
『
中
園
法
制
史
』
(
岩
波
全
素
直
一
九
六
三
年
)
に
「
東
洋
社

舎
に
お
け
る
法
の
軽
市
民
意
識
」
な
る
項
目
が
あ
る
が
(
五
一
ー
ー
五
三
頁
)
、

そ
の
論
旨
は
支
離
し
か
っ
百
六
健
性
を
依
く
。

伺
『
晦
閤
斎
筆
語
』
各
一
一
ω
a
〔
貌
汝
泰
呈
詞
判
〕
。

伺
『
晦
閤
資
筆
語
』
倉
一

m
a
〔
余
陳
氏
呈
詞
剣
〕
。

制
『
汝
東
刊
誌
間
』
巻
三
3
b
以
下
〔
支
昇
遠
呈
詞
判
〕
〔
支
際
辰
等
呈
詞

剣
〕
。
前
掲
拙
稿
(
法
胤
平
協
倉
雑
誌
九
一
巻
八
時
抗
〉
五
七
頁
所
掲
の
批
も

同
類
。

胸
中
村
茂
夫
「
博
統
中
園
法
H
H
雛
型
設
に
射
す
る
一
試
論
」
(
法
政
理
論
・

新
潟
大
、
一
二
巻
一
続
)
の
第
二
節
「
民
開
魔
理
設
と
そ
の
疑
貼
」
は
、

こ
の
黙
に
お
け
る
通
説
批
剣
を
展
開
し
た
傾
聴
す
べ
き
議
論
で
あ
る
。

制
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
各
四
3
a

〔
林
躍
告
蘇
迭
等
案
〕
。

ω
た
と
え
ば
「
子
婦
無
私
蓄
、
無
私
貨
、
有
父
在
則
雄
然
」
(
『
椀
卿
政

蹟
』
各
四
2
a
〉
と
い
う
の
と
、
前
掲
「
父
在
子
不
得
白
専
、
理
也
」
と

は
寅
質
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

川
柳
『
汝
東
削
州
諸
問
』
巻
二

5
a
〔王
祭
等
呈
詞
剣
〕。

納

『
汝
東
剣
吉
田
』
巻
三
四

a

〔
桂
如
蔽
呈
詞
判
〕。

側
野
田
良
之
「
私
法
観
念
の
起
源
に
関
す
る
一
管
見
|
|
円
、
.
0
2
5同の

研
究
を
抜
所
と
し
て
」
(
『
私
法
皐
の
新
た
な
展
開
|
|
我
妻
策
先
生
追
悼

論
文
集
』
有
斐
閣

一
九
七
五
年
)
参
照
。
大
部
分
の
紛
争
が
民
間
指
導
者

〔
彰
余
氏
呈
詞
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の
地
方
慣
習
に
依
惜
銭
蹄
す
る
調
停
に
よ
つ
て
解
決
さ
れ
た
ゆ
え
に
園
家
の
法

廷
で
は
多
く
の
法
律
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
と
い
う
見
方

(3ω
『ユ『一-=-。〈印
2コ

《

ι骨凶rσ『
ω司宮『
ωgロr宮命己F-y.hト、弘偽
h
Qと円」同「芯まh
同号札な
h
RミH
N
s。芯ま
M
§

ミ
Q
s芯町与~』胆
N尽h

。、FとHζ札

唱
.
】

=H坦
3)
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
如
何
に
多
く
の
事
案
が
官
憲
に
も
た
ら

さ
れ
て
も
1
l事
賞
十
分
繁
多
な
事
案
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
1
1
2
0
g
r
o
z
z
g
E
F曲
Zoロ

3

の
必
要
は
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
問
題
は
も
っ
と
根
が
深
い
の
で
あ
る
。
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by the time of Mongke (Xianzong憲宗））.　They　promulgated　these

laws

　

having

　

obtained

　

the

　

authorization of　Qubilai. Thus　the　Yuan

administration started, which　frequently　proclaimed these tｉａｏｈｕａ（ｏｒ

tｉａｏｚｅ條格）｡

　　

When we examine the list of ｏ伍cials and clerks of the Yanjing

xingsheng, we see that many talented Chinese men were concentrated

here. The Jin system was inherited during the Yuan due to the insistence

ｏｎ“Ｒｕlijiantｏｎｓ儒吏采通”(being both ａ Confucianist and an admini-

strator) as ａ principle of the concentration of gifted men, and due to

the fact that many Jin law-officials participated and cooperated in this

office｡

　　

Finally, concerning the law itself, the paper comments on the discus-

sions of Wang Yun, Hu Zhi-yu胡祗遁and Wei Chu 魏初(all employed

in the Yanjing xingsheng in the early reign of Qubilai) about the abol･

ition of the Taihe law (Taiheぼ緬ｇ泰和律令）of the Jin in 1271. The

study discusses the fact that since the Zhongtong 中統peｒiod（fｒom 1260

on) the ａｄｈｏｃdecrees of the　tｉａｏｈｕａ.which were promulgated in close

connection with the government, were accumulated in the library of the

governmental offices together with the legal precedents. Also their editing

work was carried out in response to ａ need for legal practice. The reason

for the success of this conquest dynasty is their use and development of

the knowledge and legal legacy of the Jin, the preceding conquest dynasty.

ＡGENERAL SURVEY OF THE SOURCES OF LAW

　

CONCERNING CIVIL CASES IN THE JUDICIAL

　　　　　　　　

SYSTEM OF QING CHINA

　　　　　　　　　　　　　

Shiga Shuzo

　　

In the judicial system of Qing China, two categories of procedure

can be distinguished. One is that concerning cases of civil disputes and

minor offences.A ｚｈｏｕorxian magistrate was fully authorized to settle

them and ｅχecuteminor punishments at his discretion.A higher authority

intervened only when an appeal was filedby one of the litigant parties.

The other is that of criminal cases involving banishment or more serious
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punishments, wherein the magistrate only prepared a provisional sentence

and forwarded the case to the higher authorities for review. The present

article takes solely the first category of procedure within its scope of

observation.

　　

“Sources of laｗ" should be taken here in the widest sense as far as

possible:as anything which used to be thought about and referred to as

a guideline for judgement.

　　

There are quite ａ few books edited in Qing time whose contents

consist, in whole or part, of ａ collection of rescripts (が批)ａｎｄ decisions

(β論or pan剣) given by ａ magistrate or ａ prefect in the aforesaid

proceedings of civil and mino「offence cases. We may call those collections

夕an'叩判語in opposition to the collections of criminal cases known as

公社ｇ’ａｎ刑案. The present article makes use of panyu as the main body

of materials to be analysed.

　　

Three elements　were often　on　the　contemporaries' lips :　ｑｍｇ情

(sensitiveness)バi理(reason) and戸法(1aｗ)，ｏr more concretely, ren

ｑｉｎｇ人情(hｕｍａｎ sense), tia戒i天理(ｎａtｕｒal law) and guofa國法

(statutes of the dynasty).■Ｗｅ may assume that those three were the

sources of law in the meaning discussed above.

　　

Ｆαwas actually almost tantamount to £^aqinが逗i大清律例. Reference

to other texts of law and institutions was very rare.　Consultation of prec-

edents was so rare and faint as negligible. £')aqinが逗i was referred to

quite frequently. There was, however, a general understanding that the

letters of law were not strictly binding but should be adjusted to the

real convenience through consideration of qing and Ｈ、

　　

£ｆmeant unwritten but generally accepted objective principles. One

principle was universally applicable to one and the same sort of objects.

For example, one should pay one's debt； sons should not act independently

while their father was alive. Those were the precepts of Zf･

　　

Ｑ加ｇ in this context might be defined as the principle that each

person involved in a litigation should be treated sympathetically considering

particular circumstances of the case.　l should like to suggest that it was

ａ combination of three requirements :　1) Every circumstance of the case

should be taken into account ；　2) Ordinary people's reasonable feelings,

expectations and usages should not be ignored nor oppressed ； 3) Mainten-
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ance and recovery of good human relationships should be sought after.

Ｑｉｎｇwas ａ factor which modified too stringent application of li andか｡

　　

Ｑｉｎｇａｎｄli were referred to very often in combined form ａｓｑinがi

情理ｏＴ ｚhｕｎｑｉｎｇｚhｕoli準情酌理(through deliberation of qing and 戻).

ｑingli．which might be rendered as common sense of equity in the Chinese

style, was the most important source of law in civil and minor　offence

cases. It would be misleading, however, to say that fa, i. e., governmental

written law was “despised”. The latter was accepted as ａ partial formu-

larization of the precepts of　ｑineli，　ａｎｄshould be consulted and interpr-

eted as such｡

　　

We cannot estimatｅ.　Li鐙(rites) as an important source of law. They

were referred to rather rarely and conceded priority to fa and 9み7がf in

force and effect｡

　　

Local customs should not be enumerated among the sources of law

according to my findings from the source materials. Certainly, diligent

local ｏ伍cials endeavoured to be well informed of usages of the inhabitants

under their jurisdiction.　They did, however, not in order to ｅχtract

therefrom any positive norm which should rule their judgements but to

meet the requirements of the general principle 7？刀qing or qinがf｡

　　

All in all, positive ―statutory, precedential 0ｒ customary― rules were

very scarce； non-positive equity was preponderant. That well matches

with the nature of the procedure itself. The magistrate acted not so much

like an umpire in ａ game as like parents who would settle disputes among

children through persuasion. He did not need any articulate body of rules.

THE CHANGES IN PENALTIES IN THE MONGOL LAW

　　　　　　　　　　　　

Shimada Masao

　　

The work “The development process of the old penal law in East

Asia and its indemnity system （Ｂｕｓｓｅ)”, (Higashi-Ajia kokeihd no hattatsu-

katei to baishosei （涙映）東アジア古刑法の翌達過程と賠償制（ブーセ), in:

Ｓｔｕｄｉｅｓ　in　ｔhe hiｓ£ｏりｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅｐｅｎａｌ laｗ，　ＣｈＵｇｏｋｕ　ｈｄｓeiｓhi kaリ砥

ｋｅｉｈ６中國法制史研究・刑法）bｙ Niida Noboru 仁井田毘maintains that

the Mongol penal system evolved in response to the formation and growth

- ６－


