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①
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②
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②
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t土

じ

め

る
原
因
と
し
て
は

越
訴
と
は
一
般
的
に
、
定
め
ら
れ
た
訴
訟
窓
口
|

|
通
常
は
鯨
ー
ー
を
越
え
て
、
直
接
上
級
機
関
に
訴
え
る
こ
と
を
言
う
。
越
訴
が
義
生
す

自
ら
事
を
有
利
に
運
ぼ
う
と
し
て
訴
訟
戦
略
上
、

一つ

に
は
訴
訟
首
事
者
が
、

手
後
き
を
無
視
し
て
行
う
場
合
も
あ
る

し
、
ま
た
、
徴
税
や
裁
判
な
ど
地
方
行
政
の
現
場
で
、
地
方
官
の
怠
慢
・
不
正
が
、
直
接
人
々
に
被
害
を
興
え
、
被
害
者
は
他
に
方
途
な
く
、

上
級
機
関
に
救
済
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
地
方
行
政
と
民
衆
の
関
係
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
だ
し
、
ま

た
と
く
に
地
方
官
の
不
嘗
行
魚
・
犯
罪
行
震
が
原
因
の
場
合
は
、
官
僚
制
度
の
覗
貼
か
ら
す
れ
ば
、
越
訴
を
慮
理
す
る
制
度
は
監
察
制
度
の
重

要
な
一
部
分
と
も
言
い
得
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
越
訴
は
、
唐
律
以
来
、

(

1

)

 

ざ
許
し
て
い
る
規
定
が
、
北
宋
末
徽
宗
朝
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
問
、
法
令
に
贋
範
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
越
訴
の
規
定
が
北
宋
末
こ
ろ
か
ら
見

ら
れ
る
事
買
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
具
盤
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
な
ぜ
宋
代
に
の
み
こ
の
よ
う
な

(

2

)

 

規
定
が
見
ら
れ
る
の
か
、
十
分
な
理
解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
唯
一
の
専
論
で
あ
る
郭
東
旭
氏
の
論
文
で
は
、
嘗
時
「
豪
強
・
官
吏
」

に
劃
す
る
「
人
戸
」
の
「
訴
訟
権
」
つ
ま
り
一
般
民
衆
の
訴
訟
の
権
限
が
、
法
の
俊
文
の
中
で
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の

(

3

)

 

反
映
で
あ
る
と
い
う
。
訴
訟
制
度
上
、
民
衆
へ
の
譲
歩
と
い
う
議
論
は
、
例
え
ば
番
訴
に
閲
し
て
も
見
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
越
訴
に
闘
し

一
貫
し
て
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
宋
朝
に
お
い
て
は
、
法
律
中
で
越
訴
を
わ
ざ
わ

- 2 ー

貫
し
て
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

て
は
、
民
衆
の
訴
訟
の
権
限
の
伸
長
と
い
う
枠
組
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
で
て
く
る
。
た
と
え
ば
第
一
に
、
越
訴
は
唐
律
以
来
一

そ
の
原
則
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
禁
止
原
則
と
例
外
規
定
の
併
存
と
い
う
法
の
構
造
は
祉
禽
闘
係
の

訴
訟
に
闘
し
て
行
わ
れ
る
議
論
で
目
立
つ
の
は
、

ま
た
第
二
に
、

こ
の
時
期
、

む
し
ろ
健
訟
に
劃
す
る
警
戒
で

み
か
ら
は
説
明
し
に
く
い
。

(

4

)

 

あ
り
、
民
衆
の
訴
訟
を
増
長
し
か
ね
な
い
様
な
方
策
は
基
本
的
に
は
取
ら
れ
な
い
。
第
三
に
、
基
本
的
な
法
典
|
|
明
清
で
言
え
ば
律
や
保
例

1
1
1
に
越
訴
を
許
す
規
定
が
贋
く
見
い
だ
さ
れ
る
朕
況
は
、
宋
朝
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
郭
論
文
の
如
く
、
越
訴
法
を
豪
強
・
地
方
官
吏
に



劃
す
る
「
人
戸
」
の
側
の
「
訴
訟
擢
」
の
伸
長
の
反
映
と
考
え
れ
ば
、
宋
よ
り
後
の
中
園
法
に
お
い
て
は
、
「
人
戸
」
の
側
の
擢
限
・
権
利
が

再
び
後
退
し
た
、
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
合
理
的
解
穫
に
は
様
々
の
課
題
が
伴
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
地
域
有
力

者
の
支
配
と
そ
れ
に
劃
す
る
一
般
民
の
権
限
・
擢
利
の
伸
長
と
い
う
二
項
封
立
的
な
枠
組
み
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
法
律
そ
の
も
の
が
持
っ
て

い
た
意
味
、
お
よ
び
王
朝
が
そ
の
中
で
、
悪
し
き
有
力
者
と
無
事
の
民
と
の
関
係
を
ど
う
認
識
し
、
調
整
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
問
題
と
し

て
こ
れ
を
捉
え
、
検
討
し
た
い
。
こ
れ
は
寅
は
、
越
訴
法
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
宋
の
法
制
全
瞳
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
訴
訟
制
度
全
般
に

つ
い
て
言
え
ば
、
宋
代
に
は
訴
訟
手
績
き
の
途
上
で
登
場
す
る
書
舗
戸
や
茶
食
人
、
審
剣
制
度
、
さ
ら
に
裁
剣
の
中
で
の
検
験
格
自
の
手
摺

(

5

)

 

き
、
番
訴
、
翻
異
、
別
勘
な
ど
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
健
訟
針
策
の
意
味
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
民
の
側
の
活
設
な

訴
訟
活
動
へ
の
劃
慮
が
宋
代
特
に
北
宋
後
牢
以
降
王
朝
の
懸
案
事
項
と
な
っ
て
来
た
わ
け
で
も
あ
り
、
越
訴
法
も
里
に
民
の
側
の
「
訴
訟
擢
」

の
伸
長
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
制
度
整
備
の
傾
向
と
も
関
連
づ
け
て
、
理
解
さ
れ
る
べ
、
き
だ
ろ
う
。
本
稿
は
も
と
よ
り
、
宋
の
訴

訟
制
度
を
概
観
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
地
方
官
に
不
正
が
あ
り
針
慮
が
必
要
に
な
る
場
合
、
宋
朝
は
な
ぜ
越
訴
規
定
を
附
す
る
と
い

う
方
向
で
解
決
を
圃
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
地
方
官
吏
|
祉
舎
開
あ
る
い
は
民
間
同
士
の
紛
争
に
劃
し
て
王
朝
が
制
度
的
に
ど
う
劃
麿
し
よ
う

と
し
た
の
か
と
い
う
観
黙
か
ら
、
考
え
て
み
た
い
。

- 3ー

第
一
章

越
訴
の
禁
止
と
必
要
性

① 

越
訴
禁
止
の
停
統

法
律
用
語
と
し
て
の
「
越
訴
」
は
、
唐
律
に
使
わ
れ
る
の
に
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
「
諸
て
越
訴
し
、
及
び
受
く
る
者
は
、
各
ム
答
四
十
」
云

〈

6
〉

々
と
越
訴
を
禁
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
、
律
文
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
基
本
的
な
法
典
に
お
い
て
も
、
中
園
王
朝
の
訴
訟
に

閲
す
る
原
則
と
し
て
受
け
縫
が
れ
て
い
っ
た
。
特
に
明
律
で
は
、
越
訴
の
結
果
、
菟
抑
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
な
お
越
訴
の
罰
を
受
け

215 
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る
こ
と
と
さ
れ
、

(
7〉

「
越
訴
、
賞
を
得
て
猶
お
坐
す
る
は
、
瞳
統
を
巌
に
す
れ
ば
な
り
」
と
の
附
婆
が
あ
る
。
清
代
で
も
越
訴
は
賓
質
的
に
禁
止

さ
れ
て
い
た
が
、
直
接
首
都

へ
訴
え
る
道
が
清
代
に
於
て
法
的
に
全
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

『
大
清
律
例
』
を
見
た
と
き
、
注

封
し
特
使
を
欽
差
す
る
な
ど
し
て
割
腹
し
た
が
、

目
さ
れ
る
の
が
、
京
控
の
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
所
に
よ
れ
ば
、
濫
訴
が
生
じ
た
嘉
慶
よ
り
以
前
で
は
京
控
案
件
に

(
8〉

そ
の
後
は
督
撫
に
調
査
を
委
ね
よ
う
と
し
た
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
傑
例
に
は
確

か
に
京
控
や
「
茸
常
越
し
京
に
赴
き
」
奏
告
す
る
こ
と
に
闘
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
宋
の
越
訴
法
と
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
、
京
控
が
許
さ
れ
る

要
件
と
し
て
の
官
吏
の
不
正
行
矯
を
具
瞳
的
に
指
定
す
る
ケ
l
ス
が
少
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
『
大
清
律
例
』
は
地
方
街
門
が
正
し
く
慮
理
し
な

(

9

)

 

い
場
合
に
限
っ
て
刑
部
都
察
院
等
に
奏
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
は
い
る
が
、
宋
代
の
よ
う
に
、
京
控
が
許
さ
れ
る
地
方
官
の
罪
を
律
例
に

何
十
、
何
百
と
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
は
清
代
の
曾
典
や
則
例
を
詳
細
に
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
に
上
級
機
関
へ

の
直
訴
を
許
す
具
瞳
的
な
何
ら
か
の
要
件
が
列
拳
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
可
能
性
が
な
い
と
断
言
は
で
き
な
い
が
、
裁
判
に
お
け
る
紛
争
慮

(
叩
〉

理
と
い
う
観
貼
か
ら
す
れ
ば
、
清
代
裁
判
に
お
い
て
法
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
専
ら
律
と
傑
例
と
さ
れ
る
か
ら
、
通
常
越
訴
は
許
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

-4-

宋
で
も
越
訴
は
禁
止
が
原
則
で
あ
っ
た
。
濁
自
の
律
を
編
纂
し
な
か
っ
た
宋
朝
だ
が
、
建
隆
四
年
頒
布
さ
れ
た
、
唐
律
と
同
内
容
の
『
宋
刑

統
』
に
越
訴
の
禁
止
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
、
翌
乾
徳
二
年
に
、

自
今
、
磨
ゆ
る
論
訴
有
る
の
人
等
は
、
所
在
に
仰
せ
て
噴
識
し
、
碁
越
陳
献
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
よ
。
遣
う
者
は
、
先
ず
越
訴
の
罪
を
科

(

口

)

し
、
本
属
州
鯨
に
却
迭
し
、
訴
う
る
所
に
擦
り
理
に
依
り
て
匡
分
せ
よ
。か

か
わ

云
々
と
、
改
め
て
詔
敷
の
形
で
越
訴
の
禁
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
情
が
渉
り
理
由
が
あ
っ
た
官
吏
が
罪
に
問
わ
れ
る
な
ど
、
む
し
ろ
律
と

比
較
し
て
越
訴
が
行
わ
れ
た
場
合
に
地
方
官
吏
に
よ
り
巌
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
唐
末
五
代
の
後
を
受
け
た
北
宋
初
期
に
、
州
軍
に
劃

し
巌
し
く
臨
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う
。

民
衆
が
地
方
行
政
の
階
層
に
沿
っ
て
訴
え
を
行
い
、
親
民
官
た
る
知
豚
や
知
州
を
飛
び
越
え
な
い
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
王
朝
の
上
下
関



係
の
遵
守
そ
の
も
の
と
し
て
隼
重
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
を
な
す
思
想
を
端
的
に
論
じ
た
南
宋
の
胡
(
致
堂
〉
寅
に
よ
れ
ば
、
越
訴
の
禁
を
遵
守

(ロ)

さ
せ
る
こ
と
は
、
上
下
の
分
、
順
序
(
「
階
級
」
〉
、
父
母
官
や
刺
史
の
権
威
と
い
っ
た
秩
序
の
基
本
要
素
を
侵
さ
な
い
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て

積
い
て
「
越
訴
と
い
う
も
の
は
、
流
れ
に
樟
さ
し
、
順
序
を
無
視
す
る
も
の
で
、
豪
宗
強
姓
か
舞
文
の
狭
吏
が
グ
ル
に
な
っ
て
政
治
を
鈍
し
て

い
る
の
だ
。
遠
隔
地
か
ら
や
っ
て
来
て
朝
廷
を
左
右
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
法
を
畏
れ
る
善
良
な
貧
丁
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
な
ど
と
論
じ

る
。
つ
ま
り
越
訴
と
は
、
王
朝
の
上
下
関
係
を
遵
守
し
た
物
事
の
自
然
な
流
れ
を
凱
す
行
震
だ
と
の
認
識
だ
。
ま
た
越
訴
の
禁
を
強
化
せ
よ
と

い
う
議
論
は
、
健
訟
を
押
さ
え
る
た
め
と
い
う
文
脈
で
出
て
来
る
こ
と
が
多
い
。
加
え
て
越
訴
の
禁
に
は
、
越
訴
が
増
加
す
れ
ば
上
級
官
臆
や

皇
一
一
帝
が
慮
理
し
き
れ
な
い
と
い
う
賓
務
的
な
理
由
も
あ
り
、
胡
寅
は
津
々
浦
々
の
人
々
が
直
接
赴
い
て
天
子
を
位
殺
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
言

う
。
越
訴
の
禁
の
根
本
思
想
に
は
、
こ
の
よ
う
な
上
下
関
係
の
維
持
、
つ
ま
り
官
民
関
係
や
王
朝
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
民
衆
は
従
う
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
。
ま
た
後
に
も
鯛
れ
る
が
、
南
宋
中
期
に
は
改
め
て
越
訴
禁
止
が
強
調
さ
れ
る
。
陸
奥
年
聞
に
は
「
伏
し
て
刑

部
閥
牒
を
観
る
に
、
越
訴
を
許
さ
ざ
る
は
、
甚
だ
至
嘗
と
な
す
」
と
し
て
、
越
訴
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
審
理
の
遅
延
が
な
い
よ
う
徹
底
し
、

期
限
内
に
結
絶
が
輿
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、

(

臼

)

べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
越
訴
禁
止
の
原
則
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
議
論
が
多
く
、
越
訴
に
巌
し
い
姿
勢
が
取
ら
れ
た
。

「
人
戸
は
衣
第
も
て
陳
訴
す
る
を
許
す
」
と
、
越
訴
せ
ず
あ
く
ま
で
訴
訟
の
順
序
を
踏
ん
で
上
訴
す

-5~ 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
越
訴
は
現
買
に
ど
の
よ
う
な
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
か
。
越
訴
を
行
う
も
の
が
、
官
府
を
愚
弄

(

M

)

 

す
る
も
の
だ
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
例
は
、
そ
れ
こ
そ
枚
奉
に
暇
が
な
い
。
幾
っ
か
事
例
を
奉
げ
よ
う
。

ω 
鏡
州
な
ど
の
州
で
は
、
官
は
弱
く
民
が
強
い
。

る
。
豪
民
は
犯
罪
を
犯
し
て
も
、
州
鯨
は
手
を
出
せ
ず
、 こ

の
強
者
と
い
う
の
は
、

い
わ
ゆ
る
一
般
の
湾
民
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
豪
民
で
あ

監
司
が
糾
明
に
乗
り
出
し
旗
色
が
悪
く
な
る
と
中
央
に
越
訴
し
、
頭
を
地
に
つ

(13) 
け
て
は
述
べ
た
て
:
:
・
・
州
豚
も
監
司
も
す
っ
か
り
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。

誇
徒
の
張
夢
高
は
、
金
眉
と
い
う
芦
田
吏
の
子
で
あ
る
。
訴
訟
介
入
に
よ
っ
て
も
う
け
、
州
の
膏
吏
を
あ
ご
で
使
う
よ
う
に
な
り
、
少
し

217 

で
も
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
無
頼
を
使
い
、
中
央
に
訴
え
て
騒
ぎ
立
て
る
。
:
:
:
民
戸
に
小
さ
な
争
い
が
あ
れ
ば
、
話
を
膨
ら
ま



218 

せ
て
越
訴
を
教
唆
す
る
。

(。

朝
廷
の
州
豚
に
射
す
る
期
待
は
大
き
い
の
に
、
今
は
そ
の
威
厳
も
風
采
も
消
え
う
せ
、
よ
そ
者
や
流
れ
者
が
自
ら
の
利
害
で
思
い
ど
お

り
に
騒
ぎ
立
て
、
姦
豪
が
越
訴
に
よ
っ
て
小
吏
を
つ
き
動
か
す
。
怠
惰
な
兵
や
小
者
を
放
任
し
、

事
な
か
れ
主
義
に
徹
し
て
い
る
(
寧
宗

期)。

豪
民
、
姦
豪
と
稽
さ
れ
る
存
在
、
そ
れ
は
南
宋
期
に
な
っ
て
士
大
夫
に
特
に
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
地
方
エ

リ
ー
ト
で
あ
り
、

(

日

)

で
は
し
ば
し
ば
悪
玉
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
存
在
が
官
民
闘
係
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
損
な
い
、
官
府
を
煩
わ
す
拭
況
を
回
避
す
る
た
め

(
日
目
)

に
、
越
訴
は
基
本
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
主
役
と
な
る
健
訟
は
あ
く
ま
で
懲
治
の
劃
象
で
あ
り
、
越
訴
禁
止
原
則
は
そ
の
震
に
も
宋

『
清
明
集
』

代
を
通
じ
て
堅
持
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
、

民
の
側
が
地
方
官
吏
の
不
正
の
被
害
者
と
な
り
、

直
訴
が
必
要
な
場
合
も
生
じ
た
。

つ
ま
り
民
が
所
定
の
地
方
街
門

地
方
官
に
非
が
あ
り
、

- 6-

② 

究
民
救
済
と
越
訴

(
豚
な
ど
)
を
飛
び
越
え
て
上
級
機
関
に
直
訴
す
る
の
は
、

(

口

〉

民
が
寛
抑
を
蒙
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
陸
輿
年
聞
の
侍
御
史
の
言
と
し
て
、

胡
寅
の
議
論
の
よ
う
に
民
が
借
越
な
場
合
だ
け
で
は
な
く
、

本
蓋
〔
御
史
蔓
〕
、

日
毎
に
諸
路
州
鯨
民
戸
の
訟
訴
を
受
く
る
も
、
多
く
是
れ
、
官
吏
の
撞
に
科
擾
を
行
い
、
擦
に
貧
歎
を
局
し
、
監
司
有

り
と
雌
も
受
理
を
痛
さ
ず
、
以
て
遠
く
数
千
里
の
外
に
在
る
も
務
費
を
樺
ら
ず
前
来
し
陳
賦
せ
し
も
の
な
り
。

今
よ
り
後
、

本
蓋
〔
御
史

肇
〕
に
毎
月
蓋
諜
官
論
ず
る
所
の
州
豚
官
吏
の
貧
汚
罪
犯
、

及
び
本
慮
民
戸
の
陳
論
に
因
り
て
得
質
せ
し
施
行
事
項
を
取
る
を
許
し
、
監

司
曾
て
按
護
究
治
せ
ざ
れ
ば

一
二
を
揮
び
、
多
き
者
は
名
を
具
し
奏
一
劾
し
、
本
路
の
監
司
を
重
行
に
庇
賠
せ
ん
。
庶
く
ば
遠
方
の
民
を

(

凶

)

し
て
以
て
業
に
安
ん
ず
る
を
得
し
め
ん
こ
と
を
。

と
あ
っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
か
ら
は
訴
訟
の
最
終
段
階
に
位
置
す
る
御
史
葦
が
、
全
園
の
民
か
ら
毎
日
も
た
ら
さ
れ
る
多
数



の
訴
肢
を
受
け
附
け
て
お
り
、
彼
ら
の
多
く
は
州
豚
官
吏
の
不
法
行
震
や
監
司
の
不
嘗
な
不
受
理
に
よ
っ
て
や
む
な
く
苦
労
し
て
や
っ
て
き
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
寅
際
、
地
方
の
民
が
中
央
の
御
史
蓋
等
に
直
接
訴
え
出
る
記
事
は
少
な
く
な
く
、
越
訴
が
現
貫
に
必
要
で
あ

(

凹

)

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
俸
統
的
な
法
制
に
お
い
て
も
、
民
の
零
寛
は
何
ら
か
の
形
で
考
慮
さ
れ
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
宋
制
の
下
敷
き
と
な
っ
た
唐
制

(

却

〉

で
は
車
駕
を
逝
え
る
、
登
聞
鼓
を
描
つ
、
肺
石
の
下
に
立
つ
、
上
表
す
る
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
、
全
圏
の
人
口
と
施
設
の

敷
か
ら
言
っ
て
、
極
め
て
非
現
質
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、

一
三
世
紀
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
州
豚
官
に
無
買
の
罪
を
着
せ
ら
れ

監
司
に
も
相
手
に
さ
れ
ず
、
長
い
途
を
へ
て
首
都
の
御
史
蓋
に
寛
罪
を
晴
ら
す
べ
く
全
固
か
ら
や
っ
て
く
る
者
の
訴
肢
は
、
少
な
く
と
も
毎
日

(

幻

)

数
十
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
が
、
彼
ら
を
登
聞
鼓
や
肺
石
で
捌
け
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
他
日
史
料
を
示
す
議
定
だ
が
、
宋
代
で
は
登
聞

鼓
は
民
衆
に
あ
ま
り
相
手
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
直
訴
す
る
人
々
は
専
ら
御
史
蓋
に
殺
到
す
る
の
が
常
だ
っ
た
。
登
聞
鼓
等
は
、
寛
民
の
救
済
に

だ
が
宋
代
に
は
現
賓
の
要
請
を
法
の
候
文
に
お
い
て
認
め
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
越
訴
法
で
あ
る
。
南
宋
紹
興
二
七
年
侍
御
史
周
方

- 7 ー

お
い
て
現
質
的
と
い
う
よ
り
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

山宗の、
民
間
の
詞
訟
、
必
ず
次
第
有
り
。
経
に
「
億
妄
蒸
越
せ
し
が
若
き
は
、
則
ち
之
れ
を
坐
す
る
に
罪
を
以
て
す
」
と
日
う
。
有
し
く
も
情
理

に
大
い
に
屈
抑
有
り
て
官
可
敢
え
て
容
隠
を
震
さ
ば
、
乃
ち
設
け
て
越
訴
の
法
と
篤
す
。
敷
令
に
一
該
載
せ
ら
る
る
は
、
止
だ
十
数
僚
な
る

(

幻

)

一
時
の
越
訴
の
指
揮
は
亡
慮
百
蝕
件
な
り
。

も
、
比
年
以
来
、

そ
そ

と
す
る
上
奏
か
ら
す
れ
ば
(
こ
の
史
料
の
績
き
は
後
出
)
、
宋
代
に
は
官
司
の
不
正
に
よ
る
賓
抑
を
雲
ぐ
た
め
に
、
越
訴
法
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
こ
の
時
黙
で
敷
令
に
「
十
数
候
」
、
指
揮
に
は
「
百
蝕
件
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
唐
制
以
来
の
登
聞
鼓
や
肺
石
と
は
異
な
り
、

法
令
の
俊
文
中
で
越
訴
を
許
す
場
合
は
特
に
記
す
と
い
う
、
寛
罪
慮
理
の
方
法
と
し
て
は
は
る
か
に
現
貫
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
越
訴
規

219 

定
が
具
憧
的
に
は
如
何
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
か
は
、

以
下
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
が

そ
れ
に
先
立
ち
、

混
観
を
招
か
ぬ
よ
う
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に
、
宋
代
濁
自
の
用
法
に
留
意
し
つ
つ
「
越
訴
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
三
つ
の
文
脈
に
よ
っ
て
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お

」
う
。
そ
の
三
つ
と
は

(イ)

唐
律
に
始
ま
り
、
根
本
法
典
や
詔
令
の
中
で
禁
じ
ら
れ
た
行
痛
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
越
訴
」
。

(ロ)

周
方
崇
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
越
訴
法
」
。

以
下
に
見
る
よ
う
に

「
人
戸
に
越
訴
を
許
す
」
な
ど
の
表
現
で
北
宋
徽
宗
朝
J
南
宋
の
法

付
令
の
末
尾

附
せ
ら
れ
た

法
令
の
篠
文
中
で
は
な
く
、
人
々
の
行
動
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
表
現
と
し
て
の
「
越
訴
」
。

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
同
じ
語
の
相
互
に
無
関
係
な
用
法
と
し
て
完
全
に
濁
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
刷
は
刊
の
原
則
の

例
外
と
も
言
え
る
し
、
川
刊
に
つ
い
て
、
地
方
官
の
用
語
法
は
停
統
的
な
刊
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
判
の
越
訴
が
、
後

に
見
る
よ
う
に
徽
宗
朝
以
降
忽
然
と
し
て
法
令
の
末
尾
に
極
め
て
限
ら
れ
た
パ
タ
ン
で
登
場
し
、
そ
の
存
在
が
南
宋
中
期
孝
宗
期
に
特
に
意
識

さ
れ
、
時
と
し
て
仰
の
越
訴
禁
止
の
原
則
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
唐
J
清
に
一
貫
し
て
存
在
し
た

- 8 ー

仰
の
越
訴
と
は
分
離
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
明
ら
か
に
す
る
宋
代
の
越
訴
規
定
は
こ
の
制
に
相
蛍
す
る
。

第
二
章

宋
代
法
令
候
文
中
の
越
訴
規
定

① 

慶
元
傑
法
事
類
中
諸
候
文
の
内
容

末
尾
に
は
、

宋
代
の
主
要
な
法
典
と
し
て
、
律
(
唐
律
と
同
内
容
の
『
宋
刑
統
』
〉
以
外
に
も
敷
令
格
式
が
あ
り
、

残
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
法
典
に
編
纂
さ
れ
る
以
前
の
様
々
な
軍
行
の
詔
敷
や
、
法
案
に
あ
た
る
上
奏
文
な
ど
も
蔑
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

し
ば
し
ば
内
容
の
貧
行
を
促
す
目
的
で
、
上
級
官
職
等
に
よ
る
貫
行
の
監
督
を
命
じ
る
文
言
が
附
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
監
司
に
費

こ
う
し
た
事
例
は
無
数
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
逼
常
法
令
の
主
旨
に
直
接
か
か
わ

そ
の
俊
文
は
様
々
な
史
料
に
断
片
的
に

察
せ
し
む
」

「
御
史
蓋
に
接
劾
せ
し
む
」
な
ど
で
、



る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
令
に
賀
行
力
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
事
に
あ
た
る
官
や
吏
を
監
督
す
る
規
定
だ
が
、
そ
の
中
に
は
上
級
官
鹿
の
み

な
ら
ず
、

「
人
戸
」
す
な
わ
ち
官
吏
に
非
ざ
る
一
般
の
人
々
に
こ
れ
を
監
督
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。

「
違
戻
あ
れ
ば
人
戸
に
陳
訴
せ
し
む
」

「
何
お
人
戸
に
越
訴
せ
し
む
」
等
の
表
現
が
そ
れ
で
、
こ
れ
が
本
稿
で
扱
う
越
訴
規
定
、
先
の
分
類
で
は
同
刊
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
。
越
訴

と
は
本
来
、
前
述
の
よ
う
に
官
鹿
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
、
官
と
民
の
上
下
関
係
を
凱
す
も
の
と
し
て
原
則
禁
止
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋

(
却
)

『
慶
元
燦
法
事
類
』
な
ど
の
中
に
検
謹
し
て
み
た
い
。

一
代
こ
の
越
訴
の
法
は
出
し
績
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
以
下、

『
慶
元
傑
法
事
類
』
は
巻
八

O
ま
で
存
在
す
る
も
の
の
、
巻
数
で
字
数
強
の
四
四
巻
分
は
供
し
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
同
書
に
は
一
つ

の
篠
文
が
重
複
し
て
数
箇
所
に
出
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
受
納
・
一
一
商
税
関
係
は
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
書
が
網
羅
し
た
篠
文

の
内
現
在
徴
し
得
る
割
合
は
十
分
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
現
存
分
の
法
令
の
中
だ
け
で
も
、
越
訴
を
許
す
規
定
を
伴
っ
た
候
文
は
、
禁
止
・
命
令

を
定
め
た
敷
と
令
お
よ
び
随
敷
申
明
に
合
計
三
九
傑
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
い
ず
れ
も
法
令
の
末
尾
に
、
そ
の
法
令
を
貫

「
令
監
司
常
切
売

-9-

行
力
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
目
的
に
お
い
て
附
さ
れ
た
も
の
で
、
例
え
ば
宋
代
の
法
令
に
頻
見
す
る
「
伺
仰
御
史
蓋
按
劾
」

察
」
な
ど
と
と
も
に
、
監
察
規
定
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
慶
元
篠
法
事
類
』
所
載
の
越
訴
規
定
の
す
べ
て
で
、

議
論
を
進
め
た
い
。
分
か
り
ゃ
す
い
よ
う
に
、
全
文
の
羅
列
は
せ
ず
、
個
々
の
傑
文
を
「
行
矯
」

末
尾
の
「
『
慶
元
篠
法
事
類
』
越
訴
規
定
一
覧
」
が

以
下
こ
の
表
を
適
宜
参
照
し
て

「刑」

「
越
訴
主
瞳
」

「
越
訴
先
」
と
い
う

四
つ
の
構
成
要
素
に
分
け
て
示
し
た
。

越
訴
規
定
は
多
く
法
令
の
文
末
に
附
さ
れ
、
確
か
に
一
見
す
る
と
燦
文
の
中
で
様
々
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
と
の
細
か
い
劃
鷹
は
な
い
様
に

も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
賓
は
内
容
と
関
係
な
く
と
に
か
く
末
尾
に
附
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
法
令
が
禁
止
し
よ
う
と
す

る
行
信
用
や
行
篤
者
と
の
聞
に
、
明
ら
か
に
劉
雁
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
黙
に
つ
き
、
以
下
『
慶
元
保
法
事
類
』
に
載
せ
ら
れ
た
諸
法

が、

上
奏
等
や
六
部
の
勘
舎
等
で
越
訴
規
定
な
ど
も
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
例
な
ど
を
見
て
み
た

い。

221 

密
接
な
関
係
に
あ
る
凹

(
a
、
b 
'-../ 

ω
の
二
つ
の
戸
婚
敷
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
が
、

m
l
a
、
b
、
白
を
現
在
必
要
な
限
り
に
お
い
て
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(
川
A
)

最
小
の
部
分
に
分
け
て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
な
要
素
か
ら
な
る
。

m
(
a
 

01 

1 

01 

2 

01 

3 

01 

4 

02 

ωー
ー

ω
1
2
 

02 

3 

ま
ず
、

b 
¥、ノ

監
司
、
以
人
戸
合
納
穀
吊
称
綿
之
類
、
紐
折
増
加
債
鏡

監
司
、
雑
買
糧
革
、
抑
令
遠
慮
稔
納
、
若
巧
作
名
目
、
額
外
訣
求
者
、
並
以
遠
制
論

守
令
奉
行
及
監
司
不
互
察
者
、
興
同
罪

亦
許
被
科
抑
人
戸
越
訴

非
法
一
壇
賦
数
者
、
以
遠
制
論

科
買
折
納
而
反
覆
紐
折
(
如
以
絹
折
妻
、
以
苗
折
橋
、

者
、
皆
是
)
或
別
納
鈍
物
、
過
篤
措
抵
者
、
徒
二
年

及
己
折
褒
橋
、

却
再
細
納
債
鏡

其
所
教
委
嬬
而
過
苗
絹
時
直
之
数
、

- 10-

並
許
被
科
抑
人
戸
越
訴

m
1
2
1
4
は
m
l
a
と
b
と
も
に
共
通
、

a
は
b
を
績
張
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る

m

a
に
は
さ
ら
に

m
ー
ー
が
加
わ
っ
て
い
る
。

が
、
監
察
規
定
但

3
、

m
l
4
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
お
り
、

お
そ
ら
く
b
か
ら
そ
の
ま
ま
移
入
さ
れ
て
末
尾
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
敷
令
の
も
と
と
な
っ
た
殺
や
上
奏
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
例
と
し
て
、
建
炎
二
年
に
「
詔
、
逃
国
税
役
、
相
判
勤
邦
保
代
職
、
許
人
戸

(

お

)

越
訴
、
令
提
刑
司
費
察
、
:
:
:
」
と
見
え
る
詔
は
、

『
慶
元
保
法
事
類
』
(
七
〉
で
、
細
字
注
の
形
で
「
逃
回
税
役
柄
勤
邦
保
代
稔
、
同
」
と
法

文
化
さ
れ
て
い
る
。
建
炎
二
年
の
詔
が
後
に
「
逃
亡
戸
絶
に
非
ず
し
て
鉄
人
を
追
究
し
理
納
せ
し
め
ず
」
等
の
他
の
篠
文
と
合
併
さ
れ
た
際
、

そ
の
他
、

ρ、
μ 
で、

越
訴
規
定
は
(
七
)
の
様
に
文
末
に
「
並
び
に
人
戸
に
監
司
に
経
り
越
訴
を
許
す
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

お

)

も
、
も
と
の
臣
僚
上
言
と
越
訴
を
許
す
監
察
規
定
は

一
致
す
る
。
敷
令
が
上
奏
で
参
照
さ
れ
る
と
き
も
、
複
数
の
越
訴
規
定
が
合
併
さ
れ
て
記

さ
れ
る
。
上
記
の
旧
、

ωな
ど
が
戸
部
勘
舎
で
引
か
れ
る
史
料
と
し
て
、
『
宋
舎
要
』
に
紹
興
三

O
年
の
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。



『
人
戸
の
稔
納
せ
し
匹
由
巾
内
に
、
式
に
贋
ら
ず
、
止
だ
ま
さ
に
退
換
す
べ
き
も
の
、
比
年
以
来
、
閉
ま

州
牒
復
た
好
弊
を
生
ず
る
有
り
。
夏
税
を
受
納
す
る
の
日
に
遇
い
、
膏
吏
を
差
し
、
場
中
に
一
所
を
別
置
す
。
紬
絹
を
退
換
し
、
匹
毎
に

人
戸
に
銭
を
納
め
し
め
、
名
を
国
税
と
白
う
有
る
が
如
き
は
、
既
に
赤
暦
に
正
附
せ
ず
、
稽
考
す
可
き
莫
し
。
望
む
ら
く
は
、
巌
に
法
禁

を
立
て
、
旨
を
得
、
戸
部
に
着
詳
せ
し
め
ん
こ
と
を
』
と
。
本
部
勘
曾
す
る
に
、
法
に
在
り
て
は
、
融
引
剰
制
叫
掴
阿
刷
釦
制
U
割
削
劃

〔ア

2
)

制
を
以
て
論
ず
。
過
ぎ
て
措
刻
を
篤
す
者
は
徒
二
年
。
劃
司
1
川
同
削
制
U
例
制
創
刊
劃
剰
同
鮒
綱
討
朔
剖
凶
引
制
制
U
1
伺
銅
剖
閣
制

戸
部
言
う、

「
臣
僚
乞
う
ら
く

し
、
或
い
は
糧
草
を
薙
買
す
る
に
遠
慮
に
抑
令
し
て
職
納
せ
し
め
、
名
目
を
巧
作
し
、
額
外
に
訣
求
せ
し
が
ご
と
き
者
は
、
並
び
に
達
制

を
以
て
論
じ
、
守
令
奉
行
し
、
及
び
監
司
の
互
察
せ
ざ
る
者
は
、
興
に
罪
を
同
じ
く
し
、
亦
た
科
抑
を
被
り
し
人
戸
に
越
訴
を
許
す
。

合
に
納
む
べ
き
官
物
の
不
正
に
牧
支
を
行
う
者
は
杖
八
十
。
骨
材
割
削
剥
引
引
制
剛
叫
岡
阿
劃
同
州
明

1
別
例
制
周
剖
別
劃
剖
U
割
削
「
何

二
年
。
欲
す
ら
く
は
、
諸
路
轄
運
司
に
下
し
て
部
す
る
所
の
州
鯨
に
行
下
し
、
前
項
見
行
篠
法
を
遵
守
せ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
こ
れ
に

(

幻

)

従
う
。

-11ー

表
中
の

m
l
a
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
(
イ
〉
と
し
て
引
か
れ
、

ω
1
1が
(
ア
l
)
、
白

1
2
「
過
矯
措
刻
者
徒
二
年
」
が
(
ア

2
〉
、
恐
ら
く
戸

部
が
但
の
敷
を
省
略
し
つ
つ
「
法
」
と
し
て
参
照
し
た
か
、
慶
元
よ
り
約
四
十
年
朔
る
嘗
時
、

ω
ー
ー
、

ω
1
2
の
一
部
が
ま
だ
合
併
さ
れ
て

法
典
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
紹
興
末
年
す
で
に
(
ア
l
、

2
)
の
法
に
は
越
訴
規
定
が
附
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
針

(
m
A
)
 

杖
八
十
」
、
〈
エ
)
も
厩
庫
敷
と
し

し
て
(
ウ
〉
は
『
慶
元
篠
法
事
類
』
で
は
厩
庫
敷
と
し
て
「
諸
給
納
官
物
不
正
行
支
枚
、

(
m
m
〉

て
「
諸
牧
支
官
物
不
聞
書
暦
及
別
置
私
暦
者
、
各
徒
二
年
」
と
針
雁
篠
文
が
見
つ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
越
訴
規
定
の
な
い
教
で
あ
り
、
戸
部
勘

舎
で
も
そ
の
部
分
は
越
訴
規
定
が
な
い
。
要
す
る
に
紹
興
三

O
年
と
約
四
十
年
後
の
慶
元
の
係
法
事
類
と
の
比
較
で
は
、
越
訴
規
定
は
大
九
一

致
し
、
こ
の
聞
の
一
時
期
に
附
さ
れ
た
或
い
は
削
減
さ
れ
た
、
と
い
う
事
は
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
も
と
も
と
越
訴
規
定
が
な
い

篠
文
に
、
後
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
だ
が
皆
無
で
は
な
い
。
尋
問
、
諸
路
州
豚
受
納
入
戸
商
米
、
往
往
逼
数
、
多
牧
斗
面
、
重
困
民

力
、
令
諸
路
監
司
魔
察
以
聞
」
と
す
る
『
宋
曾
要
』
の
淳
照
三
年
の
記
事
に
は
細
字
注
で
「
六
年
九
月
二
十
七
日
、
詔
戸
部
遍
牒
諸
路
州
軍
、

及
敷
庫
不
封
鎖
者
、

223 
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(
叩
刊
)

仰
許
人
戸
越
訴
、
九
年
九
月
・
十
一
年
九
月
並
如
之
」
と
見
え
、
戸
部
か
ら
諸
路
州
軍
に
遍
く
牒
し
た
際
、
越
訴
が
附
け
加
え
ら
れ
た
よ
う
だ

が
、
か
か
る
事
例
は
他
に
は
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。

ま
た
内
容
的
な
面
で
は
、
表
を
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
方
官
吏
に
よ
る
不
正
徴
税
等
に
つ
い
て
被
害
者
の
人
戸
に
越
訴
を
許
す
、

租
税
の
過
徴
・
他
用
・
盗
用
(
凶
)
、
預
借
(
但
)
、
納
税
手
績
き
の
不
正
(
閃
)
、
減
克
の
怠
慢
(

M

山〉、

税
額
の
増
減
・
割
り
嘗
て
(
但
)
、
受
納
時
の
不
正
(
伺
)
、
菅
吏
の
不
正
徴
牧
や
妨
害
(
ロ
、
路
)
、

と
す
る
も
の
が
殆
ど
だ
。
す
な
わ
ち

倉
庫
入
庫
に
つ
い
て
の
不
正

2
)、
運
搬

の
強
制
(
況
)
、
場
で
の
買
い
叩
き
、

不
受
理
(

m

M

)

、

別
品
目
で
の
納
入
強
制
等
(
m
u
a
、回)、

遠
距
離
者
へ
の
納
入
強
制
(
巴
、
経
買

和
雑
・
和
買
で
の
、
買
い
叩
き
(
印
)
、
畳
敷
・
土
産
の
有
無
の
無
視
(
却
、
幻
)
、

税
場
等
で
の
一
商
人
な
ど
か
ら
の
違
法
徴
税

(ω
、
m
、
お
)

災
害
時
の
米
穀
の
自
由
般
販
の
妨
害
(
幻
)
、

な
ど
で
あ
る
。

牧
税
は
定
め
ら
れ
た
額
・
方
法
(
銭
曾
中
宇
な
ど
)
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

一
五
項
目
の
禁
止
事
項
が
列
奉
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、

中
央
で
統
一
的
に
認
め
た
名
目

験
納
、

ら
ず
〈
お
、
却
〉
、
特
に
犯
の
厩
庫
穀
申
明
で
は

-12ー

に
違
法
に
附
加
的
に
徴
税
す
る
な
ど
、
地
方
官
が
様
々
な
方
法
を
用
い
て
苛
歓
談
求
や
違
法
徴
税
を
働
き
、
人
戸
に
損
害
を
興
え
る
事
態
を
想

定
し
て
い
る
。
次
に
、
税
の
範
鴎
に
は
入
ら
な
い
が
、
地
方
官
府
が
嘗
然
支
排
う
べ
き
金
品
を
正
嘗
に
携
わ
ず
、
結
果
的
に
人
戸
に
損
害
を
興

え
る
も
の
も
目
立
つ
。
例
え
ば
、
軍
糧
(
江
)
、
銭
の
改
鋳
や
曾
子
の
儒
造
の
告
護
に
劃
す
る
賞
(
目
、
幻
)
、
戦
死
者
の
家
族
へ
の
賞
金
(
ロ
)
、

先
便
に
射
し
て
支
排
う
べ
き
正
銭
・
潤
優
銭
(
初
出
)
、

い
場
合
、

所
属
未
定
の
民
聞
の
寄
庫
銭
(
担
)
な
ど
、
支
給
・
返
還
を
定
め
ら
れ
た
通
り
に
行
わ
な

さ
ら
に
寛
也
の
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
も
(
お
)
、
越
訴
の
劃
象
と
な
る
。
さ
ら
に
本
来
第
三
者
た
る
州
牒
官
が
、
民
間
の
不
動
産
貰

買
に
介
入
し
、
契
約
書
へ
の
裏
書
き
に
よ
り
手
数
料
徴
牧
(
お
)
を
強
い
る
例
も
あ
る
。

地
方
官
や
公
吏
(
疋
円
吏
〉
が
行
震
主
睡
で
あ
り
、
人
戸
が
直
接
経
済
的
被
害
を
被
る
事
態
を
描
い
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
監
司
、
州
、
牒
と
い
っ
た

逃
亡
な
ど
し
た
酒
務
の
拍
戸
の
家

の
者
を
無
理
に
拍
戸
に
充
て
る
こ
と
も
、
経
済
的
負
携
を
結
果
す
る
し
(
お
)
、

雨
税
の
支
移
折
饗
を
情
貫
に
よ
っ
て
減
克
し
た
り
〈
お
)
、

。
ボ

室
は
色
役
(
諸
色
の
差
役
〉
を
克
除
す
る
規
定
を
膏
吏
が
出
入
し
た
場
合
も
(
ぬ
〉
同
様
で
、
結
果
的
に
被
害
を
受
け
た
人
戸
に
同
様
に
越
訴
し

て
告
訴
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
候
文
は
い
ず
れ
も
、
税
の
附
加
的
徴
欣
・
根
擦
の
な
い
税
的
な
搾
取
、
差
役
割
り
嘗
て
な
ど
、



金
品
や
労
働
力
の
授
受
に
閲
す
る
官
吏
と
民
の
聞
の
経
済
的
(
金
銭
的
)
な
ト
ラ
ブ
ル
で
、

そ
の
被
害
者
た
る
人
戸
が
、

加
害
者
の
官
吏
を
越

え
て
、
上
級
機
関
に
越
訴
す
る
こ
と
を
許
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
監
察
官
が
来
る
前
に
拘
置
し
て
い
る
囚
人
を
他
所
に
臆
し
て
し
ま
う

場
合
、
囚
人
の
家
族
に
越
訴
を
許
す
規
定
も
あ
る
が
(
認
可
こ
れ
は
、
官
吏
の
食
料
費
の
横
領
な
ど
の
謄
匿
の
場
合
に
は
や
は
り
金
銭
的
な
問

『
慶
元
傑
法
事
類
』
の
上
記
の
事
例
で
は
、
そ
の
行
魚
主
瞳
は
す
べ
て
、
州
豚
・
監
司
の
官
僚
や
膏
吏
な
ど
だ
。
冒
頭
「
諸
」
字

「
受
納
苗
米
官
」
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
し
、

題
と
な
る
。

の
次
に
「
監
司
」

「
州
蘇
」

そ
れ
以
外
も
雨
税
(
州
豚
)
、

和
雑
(
監
司
)
な

ど
行
矯
内
容
か
ら
明
白
な
こ
と
通
常
で
あ
る
。
そ
の
中
で
少
し
く
趣
を
異
に
す
る
の
が
日
で
、
こ
れ
は
形
勢
戸
や
豪
民
が
、
勝
手
に
獄
具
を
置

い
て
人
を
拘
留
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
拘
留
さ
れ
た
者
に
越
訴
を
許
し
て
い
る
。
他
の
事
例
が
い
ず
れ
も
州
懸
の
官
吏
が
行
馬
者
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

こ
こ
で
形
勢
戸
・
豪
民
が
越
訴
の
劃
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
多
く
が
地
方
官
吏
と
結
託
し
て
お
り
、
賓
質
的
に
豚
や
州

つ
ま
り
南
宋
の
法
令
に
贋
範
に
現
れ
る
越
訴
規
定
と
は
、
地
方
官
僚
・
膏

吏
・
形
勢
戸
と
人
戸
と
の
聞
の
、
主
に
経
済
的
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
前
者
に
非
が
あ
り
人
戸
が
越
訴
し
て
も
罪
す
べ
き
で
な
い
ケ
l
ス
を
個

に
訴
え
て
も
無
意
味
な
場
合
が
多
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

- 13ー

々
に
定
め
た
、
監
察
の
機
能
を
持
っ
た
規
定
だ
と
言
え
る
。

宋
と
や
や
劃
照
的
な
の
は
、
明
代
の
賦
況
で
あ
る
。
谷
井
陽
子
氏
は
里
老
人
制
に
越
訴
針
策
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
に
闘
し
て
、

『
数
民
楊
文
』
に
は
、
地
方
官
の
質
が
悪
い
た
め
「
民
聞
の
詞
訟
を
し
て
、
皆
京
に
赴
き
来
た
ら
し
む
る
を
致
す
」
と
あ
る
が
、
地
方
官

に
問
題
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
よ
り
上
級
の
機
関
に
訴
え
る
道
を
聞
い
て
、
末
端
の
機
闘
を
監
督
す
る
方
針
を
取
ら
な
い
の
か
。
裁
剣

組
織
を
下
方
に
延
長
す
る
こ
と
が
越
訴
劃
策
に
な
る
と
す
れ
ば
、

〔
里
老
人
に
よ
る
裁
判
は
〕
地
方
で
の
訴
訟
の
窓
口
を
少
し
で
も
増
や

(

む

)

し
て
援
散
さ
せ
、
京
師
に
上
っ
て
来
な
い
よ
う
に
末
端
で
防
ぎ
止
め
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
る
。
だ
が
宋
で
は
越
訴
法
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
「
上
紐
の
機
関
に
訴
え
る
道
を
聞
い
て
、
末
端
の
機
闘
を
監
督
す
る
方
針
」
が
取

225 

ら
れ
て
い
た
。
宋
朝
の
取
っ
た
基
本
的
な
解
決
法
は
「
地
方
で
の
訴
訟
の
窓
口
を
少
し
で
も
増
や
し
て
擦
散
さ
せ
」
る
の
で
は
な
く
、

僚
組
織
の
内
部
統
制
す
な
わ
ち
州
牒
官
に
劃
す
る
監
察
の
み
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
越
訴
可
能
な
行
震
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
明
記
し
、

ま
た
官

そ
れ
以
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外
は
一
律
禁
止
と
す
る
も
の
だ
っ

た
。
ま
た
、
南
宋
で
は
嘗
然
な
が
ら
、
越
訴
を
監
察
制
度
と
し
て
利
用
す
る
方
針
が
見
ら
れ
る
。
御
史
蓋
が

毎
日
、
官
吏
の
科
擾

・
貧
歎
に
苦
し
む
「
数
千
里
の
外
」
の
諸
路
州
豚
民
戸
の
訴
肢
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
先
の
臣
僚
の
言

(
6
頁〉

は、

蓋
諜
官
の
指
摘
し
た
州
豚
官
吏
の
犯
罪
や
、
こ
う
し
た
民
戸
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
監
司
の
監
察
機
能
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
し
、

ま
た
州
牒
の
不
嘗
な
判
断
で
菟
罪
に
あ
い
、
向
書
や
御
史
葦
に
無
事
の
民
が
訴
え
で
て
き
た
場
合
、
甚
し
け
れ
ば
そ
の
州
豚
官
を
奏
劾
す
る
よ

(
M
M
)
 

う
提
案
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
質
質
的
に
越
訴
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
御
史
蓋
に
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
、
地

方
官
を
庭
罰
す
る
政
策
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

② 

陳

訴

と

陳

告

ま
た
関
連
し
て
ひ
と
こ
と
鯛
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

「
越
訴
」
と
「
陳
訴
」
な
ど
の
用
語
上
の
相
違
だ
。
貧
は
、
宋
代
の
法
令
の
中

に
、
南
宋
期
の
総
数
と
し
て
は
越
訴
規
定
よ
り
少
な
い
も
の
の
、

「
許
人
陳
訴
」
な
ど
「
陳
訴
」

「
陳
告
」
を
許
す
規
定
は
少
な
く
な
く

そ

- 14ー

れ
は
地
方
官
吏
の
不
正
を
人
戸
に
訴
え
さ
せ
る
な
ど
の
形
で
北
宋
初
期
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
し
、

し
か
も
「
人
戸
に
提
刑
司
に
詣
り
て
陳
訴

す
る
を
許
す
」
な
ど
の
規
定
も
あ
る
。
軍
に
「
許
人
告
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
来
的
に
は
順
を
踏
ん
で
述
べ
訴
え
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
胡
穎
は
、
楊
雁
龍
に
ヌ
レ
ギ
ヌ
を
着
せ
よ
う
と
し
た
羊
六
が
「
正
に
本
豚
に
経
陳
し
、
叉
た
憲
蓋
に
越
訴
」
す
る

も
意
を
遂
げ
ず
、
「
憲
蓋
虚
妄
を
灼
見
し
、
木
府
に
押
下
し
結
絶
」
せ
し
め
ん
と
す
る
に
及
ん
で
羊
六
は
宇
ば
に
し
て
逃
亡
し
た
、
と
い
う
事

(
お
〉

件
を
停
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鯨
に
訴
え
る
は
陳
、
府
を
経
ず
提
貼
刑
獄
司
に
訴
え
る
は
越
訴
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
孝
宗
時
期
に
は
、

越
訴
の
禁
を
巌
格
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、

「
越
訴
を
許
さ
な
い
の
は
蛍
然
だ
」
と
の
認

(

鈍

)

識
か
ら
、
訴
え
を
受
け
た
州
豚
監
司
が

一
定
期
限
内
に
結
絶
し
な
い
場
合
は
、
「
人
戸
に
次
第
も
て
陳
訴
す
る
を
許
す
」
こ
と
を
請
う
て
い
る
。

つ
ま
り
越
訴
を
許
さ
ず
順
序
を
踏
ま
せ
れ
ば
、
陳
訴
を
許
す
、
と
の
表
現
に
な
る
。
た
だ
、

中
に
は
こ
う
し
た
語
が
越
訴
と
極
め
て
紛
ら
わ
し

そ
の
隆
輿
二
年
の
臣
僚
上
言
で
は
、

い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
例
え
ば
「
諸
て
の
州
勝
、
開
り
に
税
務
を
し
て
公
私
物
色
を
枚
買
し
、
及
び
請
託
し
過
税
の
類
を
鏡
減



(

お

)

せ
し
む
る
は
、
人
に
監
司
に
経
り
て
陳
告
す
る
を
許
す
」
と
す
る
場
務
令
が
存
在
す
る
。
こ
の
俊
文
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
越
訴
と
陳
告
の
差

別
は
難
し
い
。
ま
た
淳
照
三
年
に
は
、
「
州
豚
が
み
だ
り
に
科
罰
し
て
百
姓
の
財
物
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
た
法
令
で
人
に
越
訴
を
許
し
て
い
る

が
、
最
近
は
な
お
蓋
省
に
陳
訴
す
る
も
の
が
絶
え
な
い
」
と
の
言
に
射
し
て
、
「
今
後
蓋
省
に
自
ら
の
事
情
を
陳
献
す
る
も
の
が
あ
り
、
本
嘗

(
お
〉

に
被
害
が
あ
っ
た
な
ら
、
戸
部
は
そ
の
科
罰
の
官
の
職
位
姓
名
を
明
ら
か
に
し
向
書
省
に
報
告
せ
よ
」
と
詔
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は

「
越
訴
」
や
「
陳
訴
」

「
陳
告
」
の
語
が
、
行
魚
内
容
に
よ
っ
て
巌
密
に
匡
別
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
れ
に

「
陳
訴
」

「
陳
告
」
は
越
訴
を
意
味

す
る
こ
と
も
あ
る
が

「
陳
訴
を
許
す
」

「
陳
告
を
許
す
」
は
、

越
訴
の
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
を
保
障
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
射
し
て
「
越

訴
」
は
常
に
、
順
を
踏
ま
ず
訴
え
る
こ
と
を
一
意
味
し
、
「
越
訴
を
許
す
」
は
、
越
訴
の
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
文
言
で
あ
る
。
な
お

『
皇
明
燦
法
事
類
纂
』
に

「
許
人
告
」
と
す
る
規
定
が
散
見
す
る
が
、
律
の
越
訴
の
禁
の
例
外
規
定
を
明
確
に
設
け
る
法
令
は
、
宋
代
以
外
で

は
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。
無
論
こ
れ
は
筆
者
の
見
た
狭
い
範
圏
で
の
結
論
で
あ
っ
て
、
今
後
護
見
さ
れ
る
可
能
性
な
し
と
は
し
な
い
が
、
越

-15 -

訴
規
定
が
詔
敷
や
法
典
に
贋
範
に
見
ら
れ
る
の
は
宋
代
の
み
で
あ
ろ
う
。

③ 

越
訴
規
定
濫
衰
の
背
景

宋
の
法
令
が
『
慶
元
保
法
事
類
』
に
見
え
る
よ
う
に
個
別
事
例
に
つ
い
て
越
訴
を
許
し
始
め
た
の
は
北
宋
末
徽
宗
期
だ
が
、
管
見
で
最
初
の

事
例
は
大
観
四
年
の
も
の
で
あ
る
。
諸
路
の
監
司
州
鯨
が
「
率
科
、
率
配
買
、
及
び
省
租
税
を
紐
折
し
、
並
び
に
一
切
営
利
珠
求
害
民
等
の
事

を
」
止
め
る
よ
う
再
三
通
達
し
て
き
た
が
、
官
聴
が
上
意
を
さ
え
ぎ
り
、
遠
方
の
小
民
は
申
訴
す
る
所
が
な
い
か
ら
、
人
戸
に
投
獄
し
て
越
訴

(

幻

)

す
る
を
許
す
、
投
書
を
受
け
附
け
た
官
麗
は
速
や
か
に
慮
理
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
詔
で
あ
る
。
衣
に
政
和
三
年
の
詔
で
は
、
刑
罰
が
法
の

(

お

)

逼
り
行
わ
れ
ず
民
を
害
し
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
街
書
省
に
越
訴
す
る
こ
と
を
許
し
、
さ
ら
に
宜
和
以
降
は
、
様
々
な

分
野
で
同
様
に
地
方
官
吏
の
不
法
行
震
に
関
し
て
人
戸
に
越
訴
を
許
す
詔
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
「
越
訴
」
が
さ
き
に
の
ベ
た
伺
の
用
法
の
始
ま
り
で
あ
り
、

『
宋
曾
要
』
に
停
え
ら
れ
る
上
奏
文
や
法
令
で
こ
の
越
訴
規
定
が
附
さ
れ
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た
も
の
を
検
す
る
と
、

食
貨
だ
け
で
大
か
た
三

O
O近
く
に
も
上
る
。

員
、
入
己
臓
を
犯
さ
ば
、
人
に
越
訴
を
許
せ
」

「
命
官
、

さ
ら
に
南
宋
初
に
は
「
州
鯨
の
吏
」

(

ω

)

 

入
己
臓
を
犯
さ
ば
、
人
に
越
訴
を
許
せ
」
な
ど
の
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ど
州

の
賦
貧
に
封
し
、

「鷹
ゆ
る
官

儒
官
吏
に
巌
し
い
越
訴
法
が
出
さ
れ

『
宋
曾
要
』
所
載
の
上
奏
や
指
揮
、
敷
令
な
ど
を
眺
め
る
と
、
秦
槍
の
専
制
期
に
指
揮
の
濫
設
と
と
も

に
本
格
的
に
増
加
し
、
南
宋
い
っ
ぱ
い
こ
れ
は
績
く
こ
と
に
な
る
。
容
易
に
地
方
官
を
罪
に
問
う
根
擦
を
輿
え
る
越
訴
法
は
、

お
そ
ら
く
秦
槍

期
に
政
争
の
具
と
し
て
助
長
さ
れ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
と
に
紹
輿
四
年
に
は
、
法
律
上
許
さ
れ
た
越
訴
を
官
が
妨
害
し
よ
う
と
し
た
場
合

に
、
こ
の
官
を
罪
に
問
お
う
と
、

市
し
て
訴
え
を
被
む
る
官
司
、
相
り
に
他
事
を
以
て
据
掠
し
、
追
呼
し
官
に
赴
か
し
む

る
者
(
家
腐
同
じ
〉
は
、
杖
八
十
、
加
禁
し
極
拷
せ
し
が
若
き
者
、
三
等
を
加
う
。

(
的
問
)

と
の
立
法
が
な
さ
れ
た
。
越
訴
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
官
司
が
、
越
訴
を
不
嘗
に
妨
害
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
罰
を
興
え
る
こ
の
法
(
殺
で
あ

諸
て
の
人
戸
、
僚
に
依
り
越
訴
の
事
を
許
す
も
、

ろ
う
〉
は
、
越
訴
規
定
が
質
際
に
地
方
政
治
の
中
で
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
に
設
け
ら
れ
て
レ
た
こ
と
を
一
示
す
。

紹
興
二
七
年
侍
御
史
周
方
崇
の
上
言
は
、
亡
慮
百
徐
件
の
越
訴
の
指
揮
が
存
在
し
た
こ
と
を
言
う
前
出
の
部
分
に
績
い
て
、

- 16-

一
時
の
越
訴
を
許
せ
る
指

(
4
)
 

揮
の
編
敷
に
載
せ
ら
れ
た
る
所
に
非
ざ
る
は
、
並
び
に
敷
令
所
を
し
て
重
ね
て
剛
除
を
加
え
し
め
、
以
て
訟
牒
を
省
か
ん
こ
と
を
。

と
、
越
訴
法
が
「
頑
民
」
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
そ
の
削
減
を
主
張
す
る
。
朱
瑞
照
氏
に
よ
れ
ば
、
指
揮
と
は
向
書
省
が
臨
時
に
敷
文
を

(

位

)

解
穫
し
、
下
級
に
遁
照
し
昆
理
す
る
こ
と
を
命
じ
る
指
令
だ
が
、
編
敷
に
載
せ
ら
れ
た
指
揮
以
外
、

頑
民
、
反

っ
て
此
れ
に
侍
み、

以
て
官
司
を
擾
し
、
獄
訟
は
滋
す
ま
す
長
ず
。
望
む
ら
く
は
刑
部
に
行
下
し
、

「
亡
慮
百
徐
件
」
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ
た

臨
時
の
越
訴
の
指
揮
は
積
極
的
に
削
除
せ
よ
、
と
い
う
の
が
こ
の
提
案
で
あ
る
。
秦
槍
期
に
は
政
事
堂
批
献
や
指
揮
行
事
が
飢
用
さ
れ
、
孝
宗

期
に
は
敷
令
格
式
へ
の
編
入
が
園
ら
れ
た
が

こ
の
周
方
崇
の
提
案
は
、
こ
の
よ
う
な
秦
槍
の
臨
時
の
指
揮
に
よ
る
政
治
批
判
の
流
れ
の
中
で

出
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
越
訴
法
は
下
紐
の
も
の
を
用
い
て
全
園
の
政
敵
を
追
い
落
と
す
秦
槍
的
な
政
治
手
法
の
一
形
態
と
な

(
必
)

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。



ま
た
隆
輿
二
年
に
は
、

三
省
言
う
、
「
人
戸
の
訴
訟
、
法
に
在
り
で
は
先
ず
所
属
を
経
、
次
は
本
州
を
経
、
次
は
轄
運
司
、
次
は
向
書
本

部
、
次
は
御
史
蓋
、
次
は
向
書
省
な
り
。
近
来
健
訟
の
人
、
多
く
官
司
の
決
縄
を
候
た
ず
、
開
り
に
敢
え
て
隔
越
し
て
陳
訴
す
。
理
し
て

合
に
懲
草
す
ベ
し
」
と
。
詔
す
、
「
越
訴
の
事
を
許
す
を
除
く
の
外
、
徐
は
並
び
に
僚
に
依
り
て
次
第
も
て
経
由
せ
し
め
よ
。
何
お
刑
部

(
H
H
〉

に
遁
牒
し
行
下
せ
し
め
ん
」
と
。

次
は
提
貼
刑
獄
司
、

と
、
剣
決
を
待
た
ず
に
盛
ん
に
上
訴
す
る
「
健
訟
」
を
し
ず
め
る
目
的
で
、
越
訴
許
可
事
案
以
外
は
訴
訟
の
順
に
従
っ
て
上
訴
す
る
よ
う
詔
さ

れ
た
。
他
の
王
朝
と
の
比
較
で
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
健
訟
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
際
、
車
に
越
訴
の
禁
を
巌
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、

訴
を
許
す
」
事
と
そ
れ
以
外
を
匡
別
し
、
現
寅
に
必
要
な
場
合
は
越
訴
許
可
の
規
定
が
法
令
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
酷
で
あ
る
。

ー「

越

ま
た
宋
代
に
は
、
越
訴
禁
止
事
項
を
法
律
で
具
僅
的
に
定
め
る
こ
と
と
表
裏
し
て
、

上
訴
の
順
序
を
具
瞳
的
に
定
め
た
法
律
も
存
在
し
た
。
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④ 

上

訴

の

順

序

い
わ
ゆ
る
必
要
的
覆
審
、
す
な
わ
ち
「
命
盗
重
案
」
と
さ
れ
る
刑
事
的
重
大
案
件
を
皇
一
帝
に
覆
奏
す
る
な
ど
の
、
手
績
き
的
に
必
要
と
さ
れ
た

奏
裁
で
は
な
し
に
、
訴
訟
嘗
事
者
は
剣
決
に
不
服
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
上
級
機
関
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、

清
代
で
は
州
鯨
自
理
の
案
、
徒
以
上
の
刑
を
結
果
し
な
い
民
事
的
色
彩
の
強
い
事
案
は
、
覆
審
制
の
封
象
と
な
ら
ず
、
判
決
に
不
満
の
者
、
審

理
の
遅
延
に
苦
し
む
者
は
上
訴
す
る
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

必
要
的
覆
審
制
に
つ
い
て
は
、
下
か
ら
上
に
順
衣
に
ど
の
機
闘
を
経
由
す
べ
き
か
が
明
ら
か
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
に
劃
し
て
、
上
訴
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
定
め
が
な
か
っ
た
。
州
燃
を
経
ず
直
接
上
級
機
関
に
訴
え
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

州
問
肺
で
満
足
を
得
な
い
者
は
府
に
訴
え
、

229 

普
通
で
あ
り
、
官
の
目
か
ら
も
好
ま
し
い
こ
と
と
さ
れ
て
は
い
た
が
、

さ
ら
に
不
満
の
と
き
は
道
・
司
(
藩
司
・
果
司
〉
・
督
撫
へ
と
順
衣
上
へ
訴
え
る
の
が
恐
ら
く
は

〈

必

〉

は
っ
き
り
と
そ
れ
を
要
求
す
る
法
の
規
定
は
見
嘗
た
ら
な
い
。
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こ
の
欣
況
は
宋
代
に
お
い
て
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
上
訴
の
順
序
の
規
定
に
つ
い
て
言
え
ば
、
南
宋
に
は
は
っ
き
り
と
そ
れ
を

定
め
る
法
が
あ

っ
た
し

一
方
で
は
多
く
の
場
合
に
つ
い
て
越
訴
す
る
こ
と
を
法
で
許
し
て
い
た
。

例
え
ば
先
に
引
い
た
『
宋
舎
要
』
で
は

「
人
戸
の
訴
訟
、
法
に
在
り
て
は
先
ず
所
属
を
程
、
次
は
本
州
を
経
、
決
は
轄
運
司
、
次
は
提
貼
刑
獄
司
、
択
は
向
書
本
部
、
女
は
御
史
蓋
、

(必〉

次
は
向
書
省
な
り
」
と
、
上
訴
の
順
を
定
め
た
法
律
が
存
在
し
た
こ
と
を
俸
え
る
が
、

同
様
の
記
事
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
二
、
一
二
の
例
を

あ
げ
る
と
、

「
法
」
と
稿
し
て
、

-
縁
在
法
、
麻
結
絶
不
首
、
而
後
程
州
、
州
又
結
組
不
嘗
、
而
後
程
監
司

0

・
法
目
、

鯨
断
不
卒
、
許
経
州
、
州
断
不
卒
、
許
鰹
監
司

0

・
在
法
、
豚
断
不
卒
、
市
後
経
州
、
州
断
不
卒
、
雨
後
程
監
司
。

(

灯

〉

(

川

崎

)

な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
豚
↓
州
↓
監
司
↓
御
史
蓋
↓
尚
書
省
の
順
に
上
訴
す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
唐
令
で
は
本
司
本
貫
(
あ
る

(
川
日
)

い
は
随
所
の
官
司
〉
よ
り
始
め
よ
と
の
規
定
が
あ
り
、
『
唐
律
疏
議
』
は
越
訴
を
、
こ
の
令
文
に
違
反
し
て
豚
を
経
ず
州
・
府

・
省
へ
訴
え
る

(
印
〉

こ
と
と
す
る
。
上
訴
の
階
層
規
定
は
令
の
流
れ
を
引
く
行
政
法
的
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
針
し
越
訴
の
禁
は
律
の
刑
罰
規
定
で
あ
り
、
雨
者
は
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系
統
を
異
に
す
る
。

お
お
よ
そ
豚
↓
州
↓
監
司
↓
御
史
蓋
↓
向
書
省
と
い
う
上
訴
の
順
序
が
法
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。

「
越
訴
の
事
を
許
す
」
以
外
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、

」
の
よ
う
に
南
宋
で
は

ま
た

「
越
訴
を
許
す
」
場
合
に
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、

;直

接
上
級
機
関
に
訴
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
般
的
に
訴
訟
に
お
い
て
上
訴
を
進
め
る
順
序
と
、
例
外
的
に
そ
れ
を
飛
び
越
し

て
越
訴
が
許
さ
れ
る
場
合
と
が
、

と
も
に
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
滋
賀
氏
が
清
代
に
つ
い
て
述
べ
る
所
と
は
異
な
る
、
宋
代
の

訴
訟
制
度
の
特
色
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
は

専
ら
地
方
官
吏
に
不
正
が
あ
る
か

あ
る
い
は
そ
う
稽
し
で
豪
民
な
ど
が
行
う
越
訴
に
つ
い
て
議
論
し
て
き

紛
争
が
高
じ
て
下
組
審
を
経
ず
あ
る
い
は
結
絶
を
待
た
ず
し
て
直
接
上
級
機
関
に
訴
え
出

た。
‘
し
か
し
、
民
聞
の
民
事
的
な
訴
訟
に
闘
し
て
、



る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
ケ
l
ス
を
も
含
め
て
南
宋
に
は
、
訴
訟
を
行
う
民
衆
に
、
上
訴
の
際
に
正
し
く
書
類
手
績
を
踏
ま
せ
る
制
度
が
存

(

日

〉

在
し
た
。
そ
れ
が
断
由
で
あ
る
。
こ
の
断
由
と
は
、
婚
田
差
役
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
結
絶
し
た
も
の
は
官
司
が
「
情
と
法
」
す
な
わ
ち
剣
決
理

由
、
そ
し
て
剣
決
を
記
し
、
嘗
事
者
に
給
付
す
る
書
類
で
、
融
異
の
際
に
そ
れ
を
添
附
し
な
い
と
受
理
し
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
紹
興
二
二

年
の
巨
僚
の
言
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
高
宗
は
、

め
て
州
へ
訴
え
、
州
か
ら
監
司
へ
訴
え
、
そ
し
て
御
史
蓋
へ
、

「
も
と
も
と
人
戸
が
陳
訴
す
る
と
き
は
、
問
問
の
剣
決
が
不
嘗
で
あ
っ
て
の
ち
初一

し
か
る
後
に
省
へ
と
訴
え
る
も
の
だ
。
最
近
〔
長
江
下
流
〕
三
呉
の
人
は
多
く

省
へ
と
訴
え
て
く
る
が
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
朝
廷
は
多
忙
な
の
だ
。
こ
の
上
奏
に
よ
れ
」
と
封
躍
し
て
お
り
、
宋
代
で
は
法
に
よ
っ
て
上

訴
の
順
序
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
都
に
近
い
地
方
の
人
々
を
中
心
に
多
く
の
人
が
中
央
政
府
に
訴
え
を
持
っ
て
き
た
こ
と

(

回

〉

が
わ
か
る
。
断
由
を
護
給
し
た
が
ら
な
い
地
方
官
と
、
断
由
を
定
着
さ
せ
て
寛
抑
を
防
ご
う
と
す
る
中
央
政
府
の
聞
で
し
ば
し
ば
綱
引
き
が
演

じ
ら
れ
、
官
司
が
断
由
を
護
給
し
な
い
場
合
に
は
上
級
へ
の
訴
え
を
許
し
、
上
級
は
そ
の
訴
え
に
閲
し
て
断
由
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
受
理
し

(

臼

)

な
い
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
回
り
く
ど
い
制
度
ま
で
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
責
斡
『
黄
勉
策
集
』
な
ど
を
見
る
と
、
現
貨
の
書

剣
に
も
断
由
が
し
ば
し
ば
登
場
し
、
こ
の
制
度
が
か
な
り
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
南
宋
朝
は
、
上
訴
の
階
層
制
を
細
か
く
法

で
定
め
て
い
た
が
、
反
面
官
吏
等
の
不
法
行
震
に
際
し
て
は
そ
の
遵
守
の
例
外
〈
つ
ま
り
越
訴
)
を
も
法
に
記
し
、

の
遵
守
そ
の
も
の
も
、
断
由
の
存
在
を
上
訴
の
要
件
と
し
て
義
務
づ
け
る
な
ど
し
て
、
保
障
し
よ
う
と
し
た
。

-19ー

さ
ら
に
一
般
的
に
階
層
制

第三品一享

地
域
社
舎
と
の
か
か
わ
り

① 

越
訴
規
定
の
機
能

231 

、
宋
代
に
は
、
上
訴
の
手
順
と
と
も
に
詳
細
な
越
訴
の
傑
件
を
法
定
す
る
制
度
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
こ
う
し
た
具
瞳
的
・
詳
細

な
手
績
き
の
規
定
が
、
現
賓
の
地
域
社
舎
に
お
い
て
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
空
文
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
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と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
闘
し
て
ま
ず
想
起
す
べ
き
こ
と
は
、
例
え
ば
清
代
の
裁
判
に
お
レ
て
は
殆
ど
律
と
燦
例
の
み
が
園
法
と
し
て
引
用
さ
れ

(
U
A
〉

て
い
た
の
に
射
し
、
宋
代
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
教
令
格
式
そ
の
他
様
々
な
法
律
が
引
用
さ
れ
、
し
か
も
裁
判
官
の
剣
断
に
お
い
て
、
法
律
が

(

白

山

)

重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
敷
、
令
の
候
文
に
多
見
さ
れ
る
越
訴
規
定
は
、
宋
代
裁
判
に
お

い
て
何
ら
か
の
影
響
力
を
持
ち
得
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
事
寅
、
越
訴
を
許
さ
れ
た
事
案
に
閲
し
て
、
越
訴
を
妨
げ
る
官
を
罰
す
る

前
出
の
秦
槍
期
の
越
訴
指
揮
を
批
判
す
る
周

方
崇
の
議
論
の
中
の
「
頑
民
、
反
っ
て
此
れ
〔
U

越
訴
の
指
揮
〕
に
侍
み
、
以
て
官
司
を
擾
し
、
獄
訟
は
滋
す
ま
す
長
ず
」
と
レ
う
指
摘
を
見
れ

」と
で
現
買
に
寅
行
力
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
政
策
は
す
で
に
見
た
が

そ
れ
だ
け

で
な
く

li 

「
頑
民
」
が
越
訴
法
を
悪
用
し
て
官
司
を
擾
し
て
い
た
、

つ
ま
り
弊
筈
と
し
て
の
認
識
で
は
あ
る
が
、
善
く
も
悪
し
く
も
越
訴
の
法
が
地

方
政
治
の
現
場
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
こ
こ
で
、
南
宋
代
の
裁
判
官
が
例
外
的
に
法
律
に
忠

寅
な
剣
決
を
下
し
て
い
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
場
の
裁
判
官
の
判
断
で
、
法
や
情
理
に
照
ら
し
、
総
合
的
な
判
断
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
は
他
の
中
園
王
朝
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
江
西
な
ど
で
は
民
が
訟
撃
を
翠
び
、
自
己
を
有
利
に
導
く
た
め
に
法
を
積
極
的
に
利

用
し
て
い
た
状
況
が
あ

っ
た
中
で
、
そ
れ
自
瞳
は
法
令
傑
文
の
主
旨
で
は
な
く
、
附
属
し
た
文
言
に
過
ぎ
な
く
と
も
、
越
訴
を
許
す
規
定
が
存

在
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
裁
判
や
現
賓
の
地
方
政
治
に
お
い
て
何
ら
か
の
影
響
力
を
持
ち
得
た
に
違
い
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
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越
訴
規
定
の
存
在
が
健
訟
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
今
日
に
残
さ
れ
た
剣
語
等
は
充
分
で
な
く
、
そ
の
具
鐙
例
を
史
料
に
見
出
そ
う
と
し
て
も
容
易
で
は
な
い
。
だ
が
剣
語
と
し
て
次

の
よ
う
な
文
章
が
『
清
明
集
』
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
附
言
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

訟
の
公
吏
の
取
受
、
多
く
豚
官
好
悪
の
偏
に
因
る
。
府
に
経
る
所
以
な
り
。
由
一
一
旦
に
其
の
越
訴
を
罪
す
可
け
ん
や
。
主
簿
断
ず
る
所
は
具
賞

(
日
山
〉

な
り
申
に
従
い
て
行
下
す
。

こ
れ
は
短
い
断
片
的
な
も
の
で
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
豚
を
飛
び
越
え
府
に
直
接
訴
え
、

一
度
「
越
訴
」
と
判
断
さ
れ
た
事
案
が

勝
官
の
不
正
を
理
由
に
無
罪
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
越
訴
法
に
基
づ
い
た
剣
断
と
は
言
え
な
い
が
、

「
越
訴
で
あ
る
が
罪
し
な
い
」
と
い



う
場
合
が
あ
り
得
た
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
現
貫
に
地
方
官
の
不
正
が
越
訴
の
ロ
賓
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
黄
震
の

次
の
記
事
に
着
目
し
た
い
。

轄
運
に
着
任
し
た
ら
訴
訟
を
受
け
附
け
る
。
法
で
は
「
豚
の
剣
決
が
不
公
卒
な
ら
州
へ
、
州
が
不
公
卒
な
ら
監
司
へ
」
訴
え
よ
、
と
あ
る

「
百
家
幹
人
」
を
名
乗
る
無
頼
凶
徒
が
、
自
在
に
越
訴
を
行
い
、
小
民
か
ら
脅
し
取
り
、
私
租
の
こ

が
、
近
年
新
西
の
あ
る
地
方
で
は
、

と
で
謹
告
し
て
田
を
奪
い
、
戸
婚
の
訴
訟
で
巧
妙
な
踊
り
を
行
い
、
監
司
も
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
:
:
:
士
大
夫
で
た
ま
た
ま
材
志
の
あ

る
も
の
が
、
出
世
し
て
宰
相
と
な
っ
た
り
、
朝
廷
か
ら
特
涯
さ
れ
た
り
、
監
司
に
取
り
立
て
ら
れ
た
り
す
る
と
、
必
ず
戸
籍
を
正
し
、
脱

税
を
取
り
締
ま
る
。
す
る
と
大
家
は
必
ず
こ
ぞ
っ
て
立
ち
上
が
り
、
こ
れ
を
攻
撃
す
る
。
そ
の
評
慣
が
鯨
官
に
及
べ
ば
、
必
ず
毎
月
激
し

く
催
科
さ
れ
る
と
言
い
こ
れ
を
詞
訴
す
る
。
ま
た
牒
吏
を
訴
え
る
者
は
、
必
ず
牧
税
の
不
足
の
額
を
不
正
に
横
領
し
た
も
の
だ
と
す
る
。

結
局
、
勝
の
官
吏
た
ち
は
び
く
び
く
し
て
日
を
遁
ご
し
、
小
民
は
ま
す
ま
す
苦
し
み
、
園
は
ま
す
ま
す
凱
れ
て
行
く
。
:
:
:
小
民
は
、
納

税
し
な
い
大
家
に
代
わ
っ
て
重
な
る
督
税
や
税
の
タ
ダ
携
い
の
苦
し
み
を
味
わ
い
、
家
が
破
産
し
身
を
滅
ぼ
し
、
大
家
を
訴
え
る
こ
と
も

(

m

む

で
き
ず
、
麻
が
乗
り
出
し
て
も
〔
大
家
は
〕
た
ち
ま
ち
各
方
面
に
走
り
回
り
、
蓋
諌
〔
御
史
諌
官
〕
へ
流
言
飛
語
を
流
す
。
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「
無
頼
凶
徒
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
人
々
、

(
さ
き
の
分
類
で
言
え
ば
付
)
を
行
い
、

つ
ま
り
先
の
豪
民
や
姦
豪
ら
と
同
様
に
、

地
方
祉
舎
で
擢
力
を
持
つ
存
在
が
、

「
越
訴
」

「
無
頼
凶
徒
」

州
問
怖
を
出
し
抜
き
、
一
般
庶
民
を
苦
し
め
る
と
さ
れ
、
特
に
地
方
行
政
の
能
力
・
地
位
に
閲
し
て
は
、

「
豪
民
」
と
い
っ
た
地
方
有
力
者
の
権
力
に
、
豚
官
が
全
く
太
万
打
ち
で
き
な
い
朕
況
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
豚
の
官
吏
を
陥

「
毎
月
激
し
く
催
科
す
る
(
催
科
殆
無
慮
月
〉
」
「
牧
税
の
不
足
額
を
い
つ
わ
っ
て
不
正
に
横
領

す
る
〈
以
催
敏
之
数
就
震
歎
詐
之
鰍
)
」
な
ど
で
あ
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
地
方
官
の
不
正
・
横
暴
等
に
よ

っ
て
、
越
訴
す
る
必
要
が
生
ず
る
こ
と

れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
理
由
が

を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
方
官
に
よ
る
人
戸
の
搾
取
と
い
う
面
で
、
基
本
的
に
『
慶
元
篠
法
事
類
』
の
越
訴
規
定
附
き
の
法
令
で
禁
じ
ら

れ
た
地
方
官
吏
の
行
震
と
共
通
す
る
。
た
だ
こ
こ
に
於
い
て
は
、
豪
民
な
ど
有
力
者
が
、

『
慶
元
僚
法
事
類
』
中
の
被
害
者
の
立
場
に
立
つ
。
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周
方
崇
の
「
頑
民
、
反

っ
て
此
れ
に
侍
み
、
以
て
官
司
を
擾
し
」
と
は
ま
さ
に
か
か
る
事
態
に
お
い
て
越
訴
法
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
を
俸
え
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
り
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

宋
代
に
越
訴
が
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
理
由
は
、

王
朝
が
豚
官

を
犠
牲
に
し
て
彼
等
「
豪
民
」
に
譲
歩
し
た
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
事
態
の
瑳
生
を
認
め
て
ま
で
菟
民
救
済
を
優
先
し
た
と
い
う
よ
り
、

『慶

元
係
法
事
類
』
に
顛
著
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
越
訴
規
定
な
ど
監
察
規
定
を
附
し
て
ま
で
諸
法
令
の
本
来
の
主
眼
で
あ
る
地
方
官
の
不
正
防
止
を

徹
底
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
に
壷
き
る
。
だ
が
そ
の
携
保
の
た
め
に
、

上
訴
の
階
層
制
の
問
題
に
ま
で
立
ち
至
っ
た
所
に
、
法
を
賓
地
に
即

し
て
具
盤
的
か
つ
詳
細
に
整
備
し
て
い
こ
う
と
し
た
、
宋
朝
の
他
王
朝
と
比
し
て
特
異
な
積
極
性
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
前
と
の
比
較
に
お
い
て
言
え
ば
、

で
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
宋
朝
に
お
い
て
の
み
、
上
訴
の
階
層
制
や
越
訴
を
許
す
例
外
ま
で
が
細
か
く
法
律
に
定
め
ら
れ
た
の
か
。
無
論
、
北
宋

『
慶
元
篠
法
事
類
』
の
内
容
に
顛
著
に
見
え
る
よ
う
な
、
地
方
官
吏
や
形
勢
戸
と
い
っ
た
有
力
者
と
人
戸

と
の
紛
争
、
特
に
前
者
の
権
力
の
マ
イ
ナ
ス
部
分
が
一
二
世
紀
こ
ろ
か
ら
王
朝
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
始
め
、

そ
れ
を
調
整
す
る
必
要
が
あ

っ
た
貼
は
指
摘
で
き
よ
う
。
だ
が
明
清
朝
の
法
制
と
の
比
較
に
お
い
て
何
故
宋
朝
の
み
に
見
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
は
宋
朝
の
法
制
全
盟
の
性
格

を
含
め
ず
し
て
は
論
じ
得
な
い
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
こ
れ
ま
で
、

- 22-

宋
の
法
制
の
精
密
化
・
規
範
化
、
治
安
悪
化
を
背
景
と
し
た
法
秩
序
の

(

時

)

重
覗
な
ど
が
、
律
と
敷
令
格
式
を
中
心
と
し
た
宋
の
法
典
瞳
系
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
越
訴
規
定
と
律
の
越
訴
禁
止
原
則
の
関
係

も
、
結
局
宋
の
敷
令
格
式
と
律
の
閲
係
の
一
部
で
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
は
こ
こ
で
宋
の
法
典
史
を
概
括
的
に
論
じ
る
立
場
に
は
な
い
の
で
、
以

下、

救
令
の
祉
舎
関
係
に
闘
す
る
詳
細
な
規
定
を
批
判
し
、

て
、
葉
適
の
議
論
を
改
め
て
一
見
し
、
律
の
禁
止
原
則
と
敷
令
・
指
揮
等
の
中
の
越
訴
規
定
と
の
閥
係
を
考
え
る
材
料
と
し
た
い
。

律
の
原
則
を
重
視
す
べ
き
議
論
が
道
謬
者
の
聞
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
闘
し

② 

葉
適
の
新
書
批
判

法
令
の
末
尾
に
地
方
官
の
不
正
の
被
害
を
受
け
た
人
戸
に
訴
え
を
認
め
る
形
で
、
律
の
越
訴
禁
止
規
定
の
例
外
が
作
ら
れ
績
け
た
こ
と
は
、

胡
寅
の
主
張
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
、

つ
ま
り
は
律
の
精
神
に
抵
鯛
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
律
と
現
行
の
穀
令
格
式
と
の
緊
張
閥
係
に

つ
い
て
は
、
南
宋
中
期
に
朱
烹
や
葉
適
に
よ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
宋
で
は
宋
律
が
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
宋
初
に
頒
行
さ
れ
た
『
宋
刑
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だ
が
一
方
、
宋
代
に
は
敷
令
格
式
を
中
心
と
し
た
、
雑
多
な
法
典
が
存
在
す
る
。
朱
宙
開
ら

が
批
剣
す
る
の
は
こ
の
「
新
書
」
と
線
稽
さ
れ
る
宋
で
度
々
編
纂
さ
れ
た
敷
令
格
式
の
、
具
瞳
的
・
詳
細
な
諸
側
面
な
の
で
あ
る
。
朱
烹
は
、

(

回

)

律
は
秦
漢
以
来
の
俸
統
を
持
ち
極
め
て
す
ば
ら
し
い
が
、
「
新
書
」
と
稽
さ
れ
る
宋
で
度
々
編
纂
さ
れ
た
敷
令
格
式
は
、
凱
雑
で
良
く
な
い
、

ま
た
葉
通
も
同
様
に
、
新
書
を
批
剣
す
る
。
そ
の
主
張
を
以
下
に
略
述
す
る
が
、
こ
こ
で
葉
適
の
議
論
の
全

と
し
て
律
の
重
視
を
強
調
す
る
。

(
以
下
律
と
代
祷
す
る
〉
が
重
用
さ
れ
積
け
た
。

瞳
を
述
べ
る
齢
裕
は
な
い
。
よ
っ
て
甚
だ
粗
雑
の
嫌
い
を
売
れ
得
な
い
も
の
の
、
『
水
心
別
集
』

(

印

)

び
宋
の
法
制
に
闘
す
る
記
述
の
み
を
、
意
書
を
混
じ
え
て
要
約
す
る
形
で
述
べ
る
。

一
四
「
新
書
」
を
中
心
と
し
て
、
新
書
お
よ

昔
患
っ
た
の
は
、
法
度
が
簡
単
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
今
は
ま
す
ま
す
密
と
な
り
、
内
外
上
下
、
ど
ん
な
小
さ
な
事
、
小
さ
な

罪
に
も
、
す
べ
て
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
(
巻
一

O
「貸謀」〉。

〔
宋
の
法
制
は
〕
盆
々
細
密
に
な
り
、

一
奉
手
一
投
足
に
法
禁
が
あ
る
。

仁
宗
の
こ
ろ
は
ま
だ
人
は
五
代
へ
の
反
省
を
心
に
止
め
て
い
た
が
、

度
総
論
二
」
)
。
宋
で
は
律
を
主
と
し
、
敷
令
格
式
が
随
時
惰
立
さ
れ
て
き
た
。

遠
く
宣
和
に
な
る
と
法
度
は
ま
す
ま
す
棄
と
な
っ
た
(
巻
一
一
一
「
法

で
〕
新
た
な
書
が
常
に
優
先
さ
れ
て
き
た
。
す
べ
て
こ
の
新
書
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
、

れ
る
徐
地
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
法
が
あ
っ
て
も
現
貧
に
は
弊
害
が
絶
え
ず
、
「
各
の
己
に
見
行
保
法
有
り
、
た
だ
検
坐
・
申
巌
の
み
に

止
め
ん
」
な
ど
と
ば
か
り
言
う
の
は
、
法
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
に
、
無
理
に
法
だ
け
に
頼
『ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
更
に
本
来
人
に

天
下
の
事
は
、

〔
『
嘉
枯
編
敷
』
か
ら
『
淳
照
重
修
敷
令
格
式
』
に
至
る
ま

か
え
っ
て
、

人
智
が
護
揮
さ
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原
因
が
あ
る
も
の
を
、

「
臣
愚
欲
し
望
む
ら
く
は
、
己
に
行
わ
る
る
法
を
申
巌
せ
ん
こ
と
を
」
な
ど
と
法
ば
か
り
か
人
が
弊
害
を
な
し
て

い
る
よ
う
に
言
う
こ
と
が
あ
る
。

現
今
、

法
治
主
義
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、

人
は
不
公
卒
で
私
〔
情
〕
が
あ
る

が
、
法
は
公
卒
で
無
私
で
あ
る
し
、
人
に
は
存
亡
が
あ
る
が
法
は
常
に
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
ご
ろ
は
「
人
組
る
る
も
、
法
は
観
れ
ず
」

と
じ
き
り
に
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
寓
事
牧
ま
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
本
来
責
任
は
人
に
あ
る
。

〔
朝
省
の
〕
批
朕
・
〔
六
部
の
〕
勘
嘗
、
照
篠
」
の
必
要
を
言
う
ば
か
り
で
は
、

「
検
坐
・
申
巌
、

人
の
聴
拐
さ
や
智
慮
が
護
揮
さ
れ
る

235 

絵
地
が
な
い
(
各

一
四
「
新
書」〉。
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葉
通
の
議
論
の
要
黙
を
敢
え
て
一
言
で
い
え
ば

宋
代
の
敷
令
格
式
は
極
め
て
詳
細
だ
が
、

「
以
法
篤
治
」

(
巻
一
四
「
新
書
」
)
つ
ま
り
法
治

主
義
的
政
策
に
は
そ
れ
な
り
の
限
界
が
あ
り
、
人
治
を
も
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
の
批
判
は
朱
烹
同
様
に
「
新
書
の
害
」

へ
向
け
ら
れ
、
「
九
そ
天
下
の
こ
と
、
此
の
書
に
備
わ
ざ
る
無
し
」
と
、
社
舎
の
諸
問
題
を
扱
う
新
書
に
よ
る
政
治
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
〔
五
季
を
去
る
こ
と
〕
遠
な
る
を
加
え
、
其
の
法
度
素
な
り
」
と
、
宣
和
以
来
ま
す
ま
す
詳
細
さ
を
加
え
た
宋

そ
し
て
「
宣
和
に
至
り
、

の
法
制
瞳
系
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
る
。

宋
朝
が
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、

枇
舎
を
法
治
主
義
的
に
詳
密
に
統
治
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能

だ
、
こ
れ
が
葉
適
の
主
張
で
あ
り
、
朱
一
煮
を
含
め
て
新
書
を
批
剣
し
律
を
重
視
す
る
南
宋
中
期
に
一
部
共
通
し
た
主
張
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
今
一
度
、
先
の
州
制
を
想
起
さ
れ
た
い
。
唐
以
降
の
律
の
歴
史
の
中
で
、
訴
訟
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
唐
律
以
来
の
越

訴
禁
止
原
則
川
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
瞳
統
を
重
ん
じ
」
た
結
果
で
あ
り
、
胡
寅
が
主
張
す
る
巌
格
な
官
民
の
上
下
関
係
重
視
の
要
だ
っ
た
。

E
ま
C
ま

こ
の
越
訴
禁
止
・
訴
訟
の
順
序
遵
守
の
一
般
的
な
規
範
に
劃
し
て
、
北
宋
徽
宗
朝
J
南
宋
期
に
細
々
と
越
訴
規
定
例
が
附
さ
れ
た
法
令
の
中
心

は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
新
書
で
あ
る
。
そ
し
て
敷
令
を
中
心
と
し
た
か
か
る
立
法
の
形
態
は
、
大
改
革
を
経
る
こ
と
も
な
く
、
南
宋
を
通
じ
て
緩
い

た
。
と
こ
ろ
が
明
以
降
の
法
典
編
纂
史
で
は
、
葉
通
や
朱
烹
が
稽
揚
し
た
原
則
重
視
の
律
と
そ
の
傑
例
が
中
心
と
な
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
越
訴

許
可
事
案
を
具
瞳
的
に
法
律
に
定
め
、
政
府
が
積
極
的
に
地
方
有
力
者
と
人
戸
と
の
利
害
調
整
に
手
を
染
め
た
新
書
の
俸
統
は
、
主
流
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
上
訴
の
調
整
と
い
う
一
貼
に
限
っ
て
言
え
ば
、
律
を
唯

一
の
機
軸
と
し
た
明
清
朝
は
、
南
宋
中
期
の
覗
酷
か
ら
判
断
す
れ

(
町
山
)

ば
葉
適
・
朱
烹
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
明
以
降
、
健
訟
の
認
識
と
と
も
に
地
方
官
へ
の
監
察
の
必
要
が
意
識
さ
れ
て
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も
、
宋
代
の
よ
う
な
越
訴
法
に
よ
る
解
決
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

お

わ

り

本
来
律
が
禁
止
し
て
い
る
越
訴
を
、
現
買
の
裁
剣
に
影
響
力
を
持
つ
法
令
|
|
敷
、
令
、
指
揮
な
ど
|
|
の
中
で
頻
繁
に
許
可
し
て
い
る
黙

で
、
宋
の
法
制
は
、
他
の
王
朝
と
は
異
な
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
豪
民
や
地
方
官
に
劃
す
る
民
の
側
の
訴
訟
権
限
の



伸
長
と
の
み
見
る
と
、
幾
つ
か
の
不
都
合
が
伴
う
。
越
訴
の
主
瞳
が
し
ば
し
ば
豪
民
自
身
で
あ
る
こ
と
は
王
朝
も
承
知
し
て
い
た
し
、
越
訴
の

容
認
と
同
時
に
、

上
訴
の
順
序
に
つ
い
て
も
南
宋
で
は
は
っ
き
り
法
律
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
越
訴
禁
止
の
原
則
も
折
に
踊
れ
て
再
確
認

さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
宋
朝
が
祉
舎
の
諸
勢
力
の
力
関
係
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
域
社
舎
へ
の
武
断
的
介
入
で
は
な

く
、
越
訴
が
不
可
避
な
事
案
に
つ
い
て
禁
止
の
例
外
を
個
々
に
認
め
る
こ
と
で
不
正
官
吏
へ
の
監
察
と
雲
寛
に
封
慮
し
よ
う
と
し
た
、
宋
朝
の

制
度
重
視
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、

里
老
人
制
に
至
る
訴
訟
制
度
の
中
で
の
宋
の
越
訴
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。

(

臼

〉

伊
藤
正
彦
氏
は
近
論

で
、
里
老
人
制
の
前
提
と
し
て
、
元
初
J
明
初
に
在
野
の
讃
書
人
・
有
徳
者
層
が
、
紛
争
慮
理
の
措
い
手
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
が
、
そ
こ

に
至
る
ま
で
に
唐
代
後
牟
?
北
・
南
宋
に
健
訟
の
風
が
見
ら
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
宋
で
提
訴
制
度
が
整
備
さ
れ
た
反
面
、
越
訴
が
部
分
的
に
許

上
級
街
門
・
京
師
へ
の
直
接
提
訴
を
誘
護
し
た
と
珠
測
さ
れ
る
。
本
稿
で
見
た
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら

「
豪
民
」
が
越
訴
を
行
っ
て
健
訟
を
あ
る
程
度
悪
化
さ
せ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
稿
の
立
場
か
ら
そ
の
先
を
附
け
加
え
る

と
す
れ
ば
、
宋
朝
が
越
訴
法
を
濫
設
し
た
主
因
は
、
特
に
北
宋
末
か
ら
深
刻
に
=
意
識
さ
れ
始
め
た
貧
吏
問
題
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
涯

生
す
る
問
題
を
詳
細
な
法
令
の
中
で
慮
理
し
よ
う
と
し
た
、
宋
朝
の
統
治
様
式
に
こ
そ
あ
る
。
こ
の
黙
を
考
慮
し
な
い
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ

類
似
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
明
清
朝
が
、
な
ぜ
同
様
の
上
訴
・
監
察
の
構
造
を
持
た
な
か
っ
た
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。
だ
が
全
瞳

さ
れ
た
こ
と
が
健
訟
の
風
を
助
長
し
、

し
て
も
、
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的
な
背
景
と
し
て
の
健
訟
や
祉
舎
費
動
、

さ
ら
に
秩
序
維
持
に
お
け
る
法
の
機
能
と
い
っ
た
問
題
に
闘
し
て
は
、
制
度
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は

限
界
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註
(

1

)

本
稿
で
は
法
令
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
越
訴
を
許
す
規
定
を
「
越
訴
規

定
」
、
越
訴
規
定
を
含
む
法
を
「
越
訴
(
の
)
法
」
と
便
宜
的
に
稽
す

る
。
史
料
上
、
「
越
訴
之
法
」
と
い
う
言
い
方
に
は
爾
義
あ
り
、
本
文

後
出
の
紹
興
二
七
年
周
方
崇
の
言

(
7
頁
)
で
は
か
か
る
法
令
(
本
文

後
出
8
頁
の
伺
に
相
嘗
)
を
意
味
す
る
が
、
同
じ
語
が
貌
欽
絡
の
言

(
註
(
臼
)
)
で
は
越
訴
禁
止
の
原
則
(
問
的
)
を
指
し
て
い
る
。
本
稿

237 
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で
は
前
者
の
用
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

(

2

)

郭
東
旭
「
南
宋
的
越
訴
之
法
」
(
『
河
北
大
拳
皐
報
』
哲
皐
祉
舎
科

間
学
版
、
一
九
八
八

l
三
)
。
氏
は
地
方
の
官
吏
が
不
正
を
働
い
た
場
合
、

人
戸
が
越
訴
で
き
る
規
定
が
北
宋
末
か
ら
頻
見
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
、
ま
た

『
慶
元
保
法
事
類
』
を
も
と
に
七
種
類
に
分
類
し
つ

つ
、
越
訴
の
法
に
よ
り
、
南
宋
に
人
戸
の
「
訴
訟
権
」
が
績
大
し
、
ま

た
一
般
人
民
に
越
訴
を
許
す
こ
と
に
よ
り
、
王
朝
は
豪
強
・
官
吏
の
訣

求
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。

「
権
」
は
日
本
語
の
権
力
・
権

限
に
多
少
近
く
、
訴
訟
の
カ
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
。

(
3
〉

石
川
重
雄

「
南
宋
期
に
お
け
る
民
事
訴
訟
と
番
訴
|

『
名
公
害
剣
清

明
集
』
を
手
掛
か
り
に
」
(
『
立
正
史
皐
』
七
二
、
一
九
九
二
)
。

(
4
〉
宋
の
健
訟
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
を
含
め
青
木
敦

「健
訟
の
地
嫁

的
イ
メ
ー
ジ
i
一
一
|
一
一
一
一
世
紀
江
西
社
舎
の
法
文
化
と
人
口
移
動
を

め
ぐ
っ
て
」

(
『
社
曾
経
済
史
郎
ご
六
五

l
三
、
近
刊
)
参
照
。

(

5

)

書
鋪
戸
や
茶
食
人
に
つ
い
て
は
草
野
靖
「
健
訟
と
書
舗
l
赤
城
報
告

に
寄
せ
て
」
(
『
史
潮
』
一
六
、
一
九
八
五
)
、
戴
建
圏
「
宋
代
的
公
謹

機
構
1

書
舗
」
(
『
中
園
史
研
究
』

一
九
八
八
|
四
〉
、
陳
智
超
「
宋
代

的
書
舗
輿
訟
師
」
(
『
劉
子
健
敬
授
頒
欝
記
念
宋
史
研
究
論
集
』
同
朋

合
、
一
九
八
九
)
、
高
橋
芳
郎
「
務
限
の
法
と
茶
食
人
|
宋
代
裁
判
制

度
研
究
(
一
)
」
(
『
史
朋
』
二
四
、
一
九
九
一
)
、
検
験
格
自
の
手
績

き
、
番
訴
、
翻
異
、
別
勘
な
ど
に
つ
い
て
石
川
重
雄
「
南
宋
期
に
お
け

る
裁
剣
と
検
死
制
度
の
整
備
|
『
検
験
(
験
屍
〉
格
自
』
の
施
行
を
中

心
に
」
(
『
立
正
大
皐
東
洋
史
論
集
』
三
、
一
九
九

O
)、
石
川
前
掲

(註
(

3

)

)

論
文
、
長
井
千
秋
「
宋
代
の
路
の
再
審
制
度
|
翻
異

・
別

勘
を
中
心
に
」
(
『
前
近
代
中
園
の
刑
罰
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究

所
、
一
九
九
六
)
、
審
判
制
度
に
関
し
て
徐
這
郊
「
鞠
誠
分
司
考
」
(
『
中

園
法
制
史
論
集
』
志
文
出
版
祉
、
一
九
七
五
、
も
と
一
九
七
一
)
、
戴

建
園
「
宋
代
刑
事
審
剣
制
度
研
究
」
(
『
文
史
』
一
一
一
一
、
一
九
八
八
)
参

昭
…。

(

6

)

「諸
越
訴
及
受
者
、
各
答
感
拾
、
若
鷹
合
信
用
受
、
推
抑
而
不
受
者
、

答
伍
拾
、
参
僚
加
萱
等
、
拾
傑
杖
玖
拾
。

聞
遜
車
駕
及
樋
登
開
鼓
、
若

上
表
訴
、
而
主
司
不
即
受
者
加
罪
萱
等
、
其
選
草
加
馬
訴
而
入
部
伍
内
杖

陸
拾
(
部
伍
謂
入
導
駕
儀
佼
中
者
)
」
(
『
宋
刑
統
』
二
四
「
越
訴
」
、

『
唐
律
疏
議
』
二
四
「
越
訴
」
〉
。

(
7
〉
『
明
律
』
刑
律
、
訴
訟
、
告
欲
不
受
理
。

(
8
〉
那
思
陸
『
清
代
州
燃
街
門
審
判
門
制
度
』
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八

二
、
一
九
九
頁
J
)
、
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
園
の
法
と
裁
剣
』

(
創
文

社
、
一
九
八
四
、
三
三
頁
)
な
ど
。

(

9

)

例
え
ば
「
外
省
民
人
、
凡
有
赴
京
控
訴
案
件
、
如
州
豚
剣
断
不
公
、

曾
赴
該
管
上
司
、
壁
督
撫
街
門
控
訴
、
の
不
准
理
、
或
批
断
失
賞
、
及

縫
未
経
在
督
撫
庭
控
告
有
案
、
而
所
控
案
情
重
大
事
麗
有
縁
者
、
刑
部

都
察
院
等
街
門
、
按
其
情
節
、
奏
開
請
旨
査
燐
」
(
僚
例
一
七
)
と
い

っ
た
例
が
見
出
さ
れ
る
。

(
凶
〉
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
「
判
語
に
お
い
て
引
照
さ
れ
る
園

法
と
は
、
具
盤
的
に
言
え
ば
大
鐘
に
お
い
て
『
大
滑
律
例
』
な
る
た
だ

一
つ
の
法
典
に
限
ら
れ
」
(滋
賀
前
掲
書
(
註
(

8

)

)

、
二
七
一
頁
)
、

則
例
・
省
例
な
ど
が
引
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
だ
が
、
宋
代
の
判
語

で
は
律
以
外
に
も
救
令
等
様
々
な
法
令
が
日
常
的
に
参
照
さ
れ
る
。
越

訴
法
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
雑
多
な
法
令
に
存
在
す
る
。

〈
江
〉
『
宋
大
詔
令
集
』
{
九
八
政
事
五
一

一禁
約
上
「
禁
越
訴
詔
」
乾
徳
二
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年
正
月
乙
巴
(
『
宋
舎
要
輯
稿
』
(
以
下
『
宋
曾
要
』
)
刑
法
一
一
一
|
一

O

同
月
二
八
日
、
『
績
資
治
遁
鑑
長
編
』
五
向
日
、
『
燕
翼
訟
謀
録
』

四
〉
。
唐
律
に
比
し
て
さ
ら
に
、
州
鯨
へ
の
訴
え
を
経
て
い
な
い
も
の

を
越
訴
の
と
が
を
科
し
た
う
え
で
差
し
戻
す
こ
と
、
諸
州
府
に
こ
の
詔

を
要
路
に
粉
塗
壁
掲
さ
せ
る
こ
と
、
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
「
所
貴
乎
、
治
世
者
、
上
下
之
分
巌
、
市
民
+
信
広
也
。
以
情
達
之
、

故
撤
去
階
級
、
使
百
姓
陵
父
母
之
官
、
畏
刺
史
之
描
催
、
自
夫
赴
子
天

子
、
此
所
謂
以
善
篤
之
、
而
召
種
之
道
也
。
夫
以
四
方
寓
里
之
遠
而
皆

得
自
赴
子
天
子
、
是
天
子
以
一
人
之
聴
明
而
乗
千
百
州
豚
之
職
、
元
首

叢
挫
而
庶
事
堕
廃
刊
矢
、
然
則
禁
。
・
:
:
夫
越
訴
者
、
敢
於
陵
鋭
、
不
顧

階
級
、
非
豪
宗
強
姓
、
則
舞
文
狭
吏
、
相
信
用
表
裏
、
好
言
鋭
政
、
歎

惑
朝
政
者
也
。
其
力
能
自
遠
於
朝
廷
、
使
繁
移
是
非
、
顛
倒
獄
訟
、
必

如
其
志
、
而
非
善
良
貧
了
敬
畏
三
尺
者
之
所
能
也
:::i
」
(
『
古
今
合

壁
事
類
備
用
』
外
集
二
六
詞
訟
「
胡
致
堂
論
越
訴
」
)
。

(日〉

「
臣
僚
言
、
伏
観
刑
部
関
牒
、
不
許
越
訴
、
甚
篤
至
嘗
。
然
州
豚
監

司
、
所
受
詞
訟
、
多
有
経
渉
歳
月
、
不
篤
結
紹
者
。
欲
乞
、
行
下
刑

寺
、
終
州
豚
監
司
詞
訴
、
分
別
軽
重
、
立
限
結
紹
、
如
限
滞
向
未
輿

決
、
許
人
戸
次
第
陳
訴
、
従
之
」
(
『
宋
曾
要
」
刑
法
一
一
一
ー
ー
一
三
隆
輿
二

年
正
月
二

O
日
)
。
さ
ら
に
「
越
訴
之
法
、
前
後
申
殿
、
非
不
詳
備
。

今
有
所
訟
至
微
而
師
以
上
問
者
、
叉
有
官
事
伏
関
者
、
則
越
訴
之
法
、

殆
震
虚
設
。
欲
望
、
明
詔
有
司
、
巌
立
法
制
、
庶
幾
人
稀
知
畏
」
と
、

小
事
の
請
託
を
求
め
て
中
央
に
訴
え
る
者
が
多
く
、
「
越
訴
之
法
」

(
こ
の
場
合
越
訴
禁
止
の
法
〉
が
空
文
化
し
て
い
る
と
じ
た
大
理
寺
丞

貌
欽
絡
の
言
を
受
け
、
刑
部
看
詳
と
な
っ
て
い
る
(
『
宋
曾
要
』
刑
法

三
|
一
一
一
一
一
一
乾
道
五
年
七
月
一
日
〉
。

〈
日
比
)
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
凶
『
名
公
書
剣
清
明
集
』
(
明
版
、
以
下
『
清
明

集
』
〉
一
一
一
呉
勢
「
豪
民
越
経
牽
部
控
据
監
司
」
、
倒
『
清
明
集
』
一
一
一
一

奈
杭
「
撲
造
公
事
L

、
同
周
南
『
山
房
集
』
一
一
「
代
人
上
殿
論
州
郡
事

劉
子
」
。
原
文
は
省
略
、
傍
黙
部
分
は
原
文
の
ま
ま
の
表
現
、
内
容
は

適
宜
要
約
。

(
臼
)
前
掲
(
註
(

4

)

)

拙
稿
と
も
関
わ
る
が
、
開
裂
地
帯
で
あ
り
健
訟
の

問
題
が
深
刻
観
さ
れ
て
い
た
湖
南
に
お
け
る
地
方
有
力
者
の
裁
判
へ
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、
渡
透
紘
良
「
宋
代
海
州
湘
海
燃
の
禦
氏
を
め
ぐ
っ

て
|
外
邑
に
お
け
る
新
興
階
層
の
聴
訴
」
(
『
東
洋
皐
報
』
六
五
|
一

二
、
一
九
八
四
〉

0

『清
明
集
』
中
、
豪
民
に
つ
い
て
は
特
に
一
二
J

一
四
「
懲
悪
門
」
に
記
事
が
多
い
が
、
そ
の
祉
禽
的
関
係
に
つ
い
て
は

大
津
正
昭
氏
が
近
著
『
主
張
す
る
〈
愚
民
〉
た
ち
|
俸
統
中
園
の
紛
争

と
解
決
法
』
〈
角
川
書
庖
、
一
九
九
六
、
七
四
J
一
O
四
頁
〉
で
概
観

さ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
秦
槍
政
治
の
終
了
か
ら
孝
宗
期
に
か
け
、
越
訴
禁
止
を
確
認
す
る
議

論
が
い
く
つ
か
み
え
る
。
本
文
後
出
紹
興
二
七
年
周
方
崇
の
上
言
(
お

頁
)
、
註
(
日
〉
所
引
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
|
=
二
隆
輿
二
年
正
月
二

O

目
、
同
『
宋
曾
要
』
刑
法
三

l
一
一
一
一
一
一
乾
道
五
年
七
月
一
目
、
越
訴
許
可

事
案
以
外
は
「
並
び
に
篠
に
依
り
て
次
第
も
て
経
由
せ
し
め
よ
」
と

い
う
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
ー
ー
一
一
一
一
隆
輿
二
年
正
月
五
日
。
後
述
の
よ
う

に
秦
槍
政
治
に
お
い
て
越
訴
規
定
は
政
争
の
具
と
な
っ
て
い
た
と
恩
わ

れ
、
こ
れ
ら
は
そ
の
終
了
後
、
秦
槍
的
政
治
手
法
が
反
省
さ
れ
る
中
で

の
渡
言
と
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
現
貨
に
は
審
理
に
極
め
て
長
い
時
聞
が
か
か
り
、
持
が
あ
か
ず
に
、

上
級
機
関
に
訴
え
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
嘉
定
五
年
の
臣
僚
言
で
は
、
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詞
訟
受
理
後
、
首
日
J
牢
月
で
結
絶
せ
よ
と
の
慶
元
令
(
『
慶
元
係
法

事
類
』
に
見
え
ず
)
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
は
早
く
と
も
一

年
近
く
、
あ
る
も
の
は
数
年
に
い
た
る
も
の
も
あ
り
、
「
菟
柾
獲
申
」

が
求
め
ら
れ
て
い
る
(
『
宋
舎
要
』
刑
法
三
|
四

O
嘉
定
五
年
九
月
二

日
〉
。
結
審
が
長
引
く
理
由
に
は
、
地
方
官
吏
の
怠
慢
、
地
方
官
吏
と

被
告
と
の
結
託
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
詞
訟
が
あ
っ
て
も
「
郷

村
の
豪
民
」
が
出
頭
命
令
を
桓
否
し
績
け
、
い
つ
ま
で
も
結
審
し
な
い

こ
と
も
あ
る
(
資
総

『
糞
勉
策
集
』
四

O
「
組
問
儀
久
追
不
出
」
〉
。

(
児
)
「
侍
御
史
安
積
言
、
木
牽
毎
日
用
尋
問
路
州
豚
民
戸
訟
訴
、
多
是
官
吏

撞
行
科
援
、
康
信
用
貧
欺
、
雄
有
監
司
、
不
魚
受
理
、
以
遠
在
数
千
里

外
、
不
惇
労
費
前
来
陳
朕
。
欲
望
特
降
指
揮
、
自
今
後
許
本
蔓
取
毎
月

肇
諌
官
所
論
州
豚
官
吏
貧
汚
罪
犯
、
及
因
本
庭
民
戸
陳
論
得
賞
施
行
事

項
、
監
司
不
曾
銭
授
究
治
、
捧
一
一
一
多
者
具
名
奏
劾
、
勝
本
路
監
司
重

行
同
氏
刻
、
庶
使
遠
方
之
民
得
以
安
業
。
従
之
」
(
『
宋
曾
要
』
職
官
四

五
二
四
隆
輿
三
年
一

O
月
五
日
)
。
隆
興
三
年
は
誤
り
か
と
恩
わ
れ

る
が
、
前
後
か
ら
し
て
孝
宗
期
で
あ
る
。
註
(

m

M

)

参
照
。

(
凶
)
例
え
ば
台
州
通
列
が
関
係
し
た
買
撲
の
被
害
を
受
け
た
各
地
の
人
戸

が
績
々
と
税
舗
の
害
を
御
史
蔓
に
訴
え
た
『
宋
舎
要
』
食
貨

一
八

六

乾
道
九
年
五
月

一
六
日
の
記
事
な
ど
、
地
方
官
が
関
係
し
た
被
害
に
つ

い
て
人
戸
が
直
接
中
央
に
訴
え
た
と
見
ら
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
そ

の
多
く
は
谷
め
ら
れ
な
い
が
、
寅
際
に
は
越
訴
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
直
訴

・
投
書
に
つ
き
石
田
筆
「
北
宋
の
登
悶
鼓
院
と
登
関
検
院
」

(
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
凶
』
一
九
八

O
)
参
照
。

(
氾
)
「
臣
僚
言
、
伏
見
御
史
蔓
訟
牒
、
日
不
下
敷
十
紙
。
皆
州
豚
断
濯
不

賞
、
使
有
理
者
不
獲
伸
、
無
事
者
反
被
害
、
逐
経
省
部
以
至
赴
華
。
乞

令
御
史
蔓
揮
其
甚
者
、
具
事
因
輿
元
断
官
吏
姓
名
奏
劾
、
取
旨
行
遣
。

従
之
」
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
一一一ー
ー一
三

隆
輿
二
年
八
月

一
=
百
)
。
そ
の

他
『
宋
舎
要
』
刑
法
三

l
一一
一
一
乾
道
元
年
正
月
一
七
日
も
、
遠
方
か
ら

人
々
が
寛
抑
を
訴
え
て
御
史
牽
な
ど
に
赴
く
こ
と
が
あ
る
。

(
忽
〉
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
二
九
紹
興
二
七
年
七
月
一
一
一
一
目
。

〈
お
〉
す
で
に
見
た
よ
う
に
詔
敷
設
布
を
望
む
上
奏
文
の
段
階
か
ら
越
訴
規

定
は
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
針
象
と
す
べ
き
も
の
は
無
数
に
あ
り
、
す

べ
て
を
現
存
の
諸
史
料
か
ら
牧
集
・
分
析
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
だ

し
、
必
ず
し
も
必
要
無
い
。
だ
が
『
慶
元
保
法
事
類
』
(
同
書
の
最
近

の
書
誌
象
的
研
究
と
し
て
川
村
康
「
慶
元
僚
法
事
類
と
宋
代
の
法
典
」

滋
賀
秀
三
編
『
中
園
法
制
史
1

基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
祭
出
版

曾
、一

九
九
三
参
照
)
は
現
存
す
る
唯
一
の
宋
代
濁
自
の
編
纂
法
曲
円
で

あ
り
、
越
訴
規
定
が
多
見
す
る
徴
税
関
係
の
部
分
が
本
書
に
は
多
く
残

さ
れ
て
い
る
貼
、
越
訴
規
定
の
分
析
に
好
適
で
あ
る
。
時
期
的
に
も
詳

細
な
越
訴
法
は
北
宋
末
以
来
敷
令
に
増
加
し
て
ゆ
き
、
本
文
前
出
周
方

崇
の
上
言
な
ど
で
指
揮
・
教
令
が
整
理
さ
れ
た
の
が
こ
の
こ
ろ
で
あ

る。

(

M

)

原
文
は
表
参
照
。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
九
i
四
六
建
炎
二
年
四
月
五
日
。

(
叩
己
表
中
(
凹
)
は
、
倉
庫
令
が
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
八
|
一
四
淳
照

一

六
年
八
月
一

六
日
臣
僚
言
の
後
牢
部
分
に
相
賞
。

(
幻
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
四
|
一一
一
一
一
紹
興
三

O
年
六
月
一
八
日
。

(
お
)
『
慶
元
保
法
事
類
』
一
一
一
七

「
給
納
」
。

(
却
〉
『
慶
元
係
法
事
類
』

一一一
O
「
経
線
制
」
芳
照
法
。

(
初
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
八
|
一
二
淳
照
三
年
四
月
六
日
。
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(
況
)
谷
井
陽
子
「
明
代
裁
剣
機
構
の
内
部
統
制
」
(
『
前
近
代
中
園
の
刑

罰
』
京
都
大
拳
人
文
科
聞
学
研
究
所
、
一
九
九
六
)
。

(
M
M
)

註
(
辺
)
所
引
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
ー
ー
=
二
隆
輿
二
年
八
月
一
一
一
一
目
。

(
お
)
『
清
明
集
』
一
一
一
一
「
以
劫
奪
財
物
謹
執
卒
人
不
態
末
減
」
。

(
引
品
〉
註
(
日
)
所
引
『
宋
舎
要
』
刑
法
三
|
一
一
一
一
隆
輿
二
年
正
月
二
O
目
。

(
お
〉
『
慶
元
僚
法
事
類
」
一
三
ハ
「
一
商
税
」
場
務
令
。

(
お
)
「
中
書
門
下
省
言
、
累
降
指
揮
、
約
束
州
勝
、
不
純
得
因
公
事
科
罰

百
姓
銭
物
、
許
人
越
訴
、
坐
以
私
罪
、
非
不
巌
切
。
近
来
、
倫
有
人
戸

経
肇
省
陳
訴
不
紹
。
詔
自
今
有
経
肇
省
陳
獄
、
事
責
干
己
者
、
仰
戸

〔
部
〕
開
具
科
罰
官
職
位
姓
名
、
申
向
書
省
」
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
二
|

一
一
九
淳
照
三
年
八
月
二
六
日
)
。
理
の
あ
る
訴
訟
に
劃
し
て
は
「
越

訴
」
の
語
は
避
け
ら
れ
る
の
が
普
遁
で
あ
る
。

(
幻
)
「
詔
累
降
庭
分
、
約
束
諸
路
監
司
州
豚
、
止
率
科
・
率
配
買
、
及
紐

折
省
租
税
、
並
一
切
営
利
訣
求
害
民
等
事
、
前
後
非
不
丁
寧
。
訪
問
、

有
司
惑
逼
徳
意
、
遠
方
小
異
無
所
申
訴
。
仰
逐
路
人
戸
許
寅
封
投
朕
越

訴
、
受
詞
吠
官
司
、
如
翻
敢
稽
濯
、
其
蛍
職
官
吏
並
以
這
制
燦
科
罪
」

(
『
宋
禽
要
』
食
貨
七
O
|
二
O
大
観
四
年
三
月
一
一
一
日
〉
。
郭
前
掲

(註
(
2
〉
)
論
文
以
降
、
越
訴
法
の
出
現
は
政
和
年
聞
と
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
れ
は
そ
れ
よ
り
早
い
。
率
科
、
率
配
買
と
い
う
附
加
税
的
徴

枚
、
租
税
を
賓
質
的
に
割
高
な
別
品
で
携
わ
せ
る
紐
折
、
そ
し
て
地
方

官
の
こ
の
よ
う
な
利
を
営
み
、
民
に
制
到
す
る
一
切
の
苛
数
珠
求
の
被
害

者
の
人
戸
に
訴
訟
の
上
下
関
係
を
乗
り
越
え
て
越
訴
す
る
こ
と
を
許
し

て
い
る
。

(

m

ぬ
〉
『
宋
大
詔
令
集
』
二
O
二
「
置
杖
不
如
法
決
罰
過
多
許
越
訴
御
筆
」

政
和
三
年
一
二
月
一
一
目
。

(
鈎
)
そ
れ
ぞ
れ
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
(
以
下
『
要
録
』
)
一
一
一
七
建
炎

四
年
九
月
甲
寅
(
『
皇
宋
中
興
雨
朝
聖
政
』
八
同
日
に
も
見
え
る
)
、

『
要
録
』

四
九
紹
興
元
年
二
月
乙
巴
(
『
皇
宋
中
興
雨
朝
聖
政
』
一

O
同
日
に
も
見
え
る
)
。

(ω
〉
「
刑
部
言
、
臣
僚
劉
子
『
乞
立
法
、
鹿
人
戸
、
於
僚
許
越
訴
、
而
被

訴
官
司
、
餌
以
佑
故
括
採
者
、
随
其
所
訴
軽
重
、
以
故
入
人
罪
坐
之
』
。

本
部
看
詳
、
立
法
『
諸
人
戸
、
依
篠
許
越
訴
事
、
而
被
訴
宮
司
、
腕
以

他
事
据
掠
、
迫
呼
赴
官
者
(
家
属
同
)
、
杖
八
十
。
若
柳
禁
極
拷
者
、

加
三
等
』
。
欲
乞
、
遺
牒
施
行
。
従
之
」
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
|
二
五

紹
興
四
年
二
一
月
一
一
日
)
。

(
H
U
)

『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
|
二
九
紹
興
二
七
年
七
月
一
一
一
一
目
。

(
m
M

〉
指
揮
の
動
向
に
つ
い
て
は
『
中
園
歴
史
大
僻
典
・
宋
史
』
(
上
海
僻

書
出
版
社
、
一
九
八
四
)
「
指
揮
」
の
項
(
朱
瑞
照
氏
の
筆
)
参
照
。

(
目
白
)
秦
槍
政
治
に
つ
い
て
一
連
の
成
果
を
残
さ
れ
た
寺
地
選
氏
は
、
告

許
・
羨
徐
強
制
を
掌
げ
「
秦
槍
特
有
な
政
治
手
法
」
(
『
南
宋
初
期
政

治
史
研
究
』
渓
水
位
、
一
九
八
八
、
三
七
四

J
三
七
五
頁
〉
と
さ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
告
許
や
羨
徐
が
秦
檎
期
以
外
に
存
在
し
な
か
っ
た
謬
で

は
な
い
が
、
秦
拾
が
下
僚
に
よ
る
上
層
部
批
剣
を
も
利
用
し
て
政
治
闘

争
・
粛
正
を
展
開
し
て
き
た
の
は
こ
の
時
期
に
特
徴
的
で
あ
り
、
越
訴

の
制
度
も
政
治
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

(
川
叫
)
註
(
v
m
〉
所
引
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
|
一
一
一
一
隆
輿
二
年
正
月
五
目
。

(
必
)
滋
賀
前
掲
書
(
註
〈
8

)

)

一
二
三
一
具
。
原
注
省
略
。

(
必
)
註
(
お
〉
所
引
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
|
一
一
一
一
隆
輿
二
年
正
月
五
日
。

(
円
引
)
以
上
三
つ
は
順
に
そ
れ
ぞ
れ
、
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
|
一
一
一
一
一
乾
道

(
淳
照
?
〉
二
年
七
月
九
日
の
臣
僚
言
、
責
震
『
責
氏
日
抄
』
七
九
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「
詞
訴
約
束
」
、
黄
震
『
立
英
氏
自
抄
』
八
四
「
鍾
淫
使
李
玉
」
。

(
必
)
「
臣
僚
言
、
今
後
、
民
戸
所
訟
、
如
有
婚
田
差
役
之
類
曾
経
結
紹
、

官
司
須
具
情
興
法
、
教
述
定
奪
因
依
、
謂
之
断
由
、
人
給

一本、

如
有

線
異
、
仰
綴
所
給
断
由
子
状
首
、
不
然
不
受
理
、
使
官
司
得
以
参
照
批

判
、
或
依
這
移
索
、
不
失
軽
重
、
将
来
事
符
前
断
、

聞
痛
輿
懲
治
。
上

宣
識
宰
臣
回
、
自
来
態
人
戸
陳
訴
、
自
豚
結
断
不
嘗
、
然
後
経
州
、
由

州
経
監
司
、
以
至
経
肇
、
然
後
到
省
。
今
三
奥
人
多
是
経
至
省
、
如
此

則
朝
廷
多
事
。
可
依
奏
」
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
|
二
八
紹
興
二
二
年

五
月
七
日
、
『
要
録
』
一
六
一
一
一
紹
興
二
二
年
五
月
辛
丑
)
。

(
州
日
)
唐
公
式
令
で
は
本
司
本
貫
(
あ
る
い
は
随
近
の
官
司
)
よ
り
始
め
よ

と
の
規
定
が
あ
る
(
「
諸
諸
僻
訟
、
皆
従
下
始
、
先
由
本
司
本
賞
、
或

路
逮
而
蹟
穣
者
、
随
近
官
司
断
決
之
、
即
不
伏
、
請
給
不
理
炊
、
至
向

書
省
、
左
右
丞
震
申
詳
之
、
幅
給
不
理
伏
、
経
三
司
陳
訴
、
叉
不
伏

者
、
上
表
:
:
:
」
云
々
、
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
、
東
京
大
祭
出
版

舎
、
一
九
八
三
、
六

O
O
頁
、
も
と
『
大
唐
六
典
』
)
。

(
印
)
『
唐
律
疏
議
』
二
四
「
越
訴
」
。

(
日
)
断
由
に
つ
い
て
は
徐
道
鄭
「
宋
朝
的
懸
級
司
法
」
(
前
掲
(
註
(
5
〉
)

『
中
園
法
制
史
論
集
』
、
も
と
一
九
七
二
〉
。
断
由
を
梅
原
郁
氏
は
「
剣

決
理
白
書
」
と
誇
す
(
同
氏
誇
注
『
名
公
書
剣
清
明
集
』
同
朋
合
、

一

九
八
六
、
三
六
頁
)
。
註
(
必
)
所
引
史
料
に
よ
り
、
こ
れ
が
民
事
的
方
面

の
訴
訟
に
正
し
く
段
階
を
踏
ま
せ
て
中
央
の
訴
訟
庭
理
負
鎗
を
軽
減
さ

せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
し
、
ま
た
「
ι

・
:
民
閲
詞

訟
、
多
有
概
論
理
断
不
賞
者
、
政
縁
所
断
監
司
不
曾
出
給
断
由
、
致
使

健
訟
之
人
、
巧
飾
煽
詞
、
素
煩
朝
省
」
云
々
〈
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
l
l
三

四
(
淳
照
0
・
七
年
)
一
一
一
月
一
四
日
)
と
あ
れ
ば
、
断
由
に
つ
い
て
健

訟
を
強
〈
一
意
識
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
断
由
の
用
例
は
、

ほ
と
ん
ど
民
事
的
な
利
害
関
係
の
調
整
を
行
う
裁
剣
の
剣
決
中
に
登
場

す
る
。
右
記
紹
興
二
二
年
五
月
七
日
臣
僚
言
の
「
鶴
異
」
は
「
婚
田
差

役
之
類
」
と
言
う
か
ら
、
民
事
的
案
件
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
註
〈
川
崎
)
所
引
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
|
二
八
紹
興
二
二
年
五
月
七
日
、

『
要
録
』
一
六
三
紹
興
二
二
年
五
月
辛
丑
。

(
臼
)
「
:
:
:
如
一
冗
官
司
不
肯
出
給
断
由
、
許
令
人
戸
径
詣
上
司
陳
理
、
其

上
司
卸
不
得
以
無
断
由
不
魚
受
理
、
仰
就
叫
臥
剣
索
元
庭
断
由
、
如
元
官

司
不
肯
搬
納
、
帥
是
頼
有
情
弊
・
・
・
」
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
一
|
一
二
六

紹
照
元
年
六
月
十
四
日
)
。
な
お
『
清
明
集
』
一
一
ニ
「
以
累
経
結
断
明

白
六
事
謹
問
脱
剣
昏
頼
回
業
」
は
嘗
事
者
が
断
由
を
裁
剣
に
お
い
て
利

用
す
る
事
例
。

(
似
)
註
(
叩
)
所
引
文
献
、
さ
ら
に
、
野
区
ロ
何
・
7
A
n
町内ヨ
m
r
f
t
F。ョ

同

z
z
z
g
言
。
円
止
め
口
同
一

2
5
q
O
L
E
n
z
g
g
ω
5同
Z
d〈

Z
L

FZ
同

E
ロ
師
向
。
司
自
己
F
E
-
-
w
E

∞-HW-
玄門田内ロ一
m
z
o
ι
・

hhNSAN
潟、

hb尚
昆
ね
た

S
マ
ぬ
ら
と
S
A
同
a
h
b
h
B
H
M
H
h
H
N
h
R
m
a
s
h吉

田

2
2
2
ミ，
N
円

E
H
b
h
N
S
E
E
-
C
E
g
z
x
u、
。
町
出
向
君
釦
回
一
司

2
5

H山田∞一
1
.

間
以
司

-HHH
l]

戸

ωH.

(
日
)
佐
立
治
人
「
『
清
明
集
』
の
「
法
意
」
と
「
人
情
」
|
訴
訟
嘗
事
者

に
よ
る
法
律
解
調
停
の
痕
跡
」
(
『
中
園
近
世
の
法
制
と
社
禽
』
京
都
大

同
学
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
三
〉
。

(
日
〉
「
訟
公
吏
取
受
、
多
因
豚
官
好
悪
之
偏
、
所
以
経
府
、
宣
可
罪
其
越

訴
。
主
簿
所
断
具
嘗
、
従
申
行
下
」
(
『
清
明
集
』
一
一
(
星
渚
)
「
越

訴」)。

(mω

〉
黄
震
『
黄
氏
自
抄
』
八
四
「
鍾
運
使
李
玉
」
。
知
撫
州
責
震
が
江
西
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縛
運
剣
官
へ
あ
て
た
書
の
中
で
、
資
震
が
新
西
の
監
司
の
属
官
で
あ
っ

た
と
き
の
見
聞
と
し
て
。
原
文
は
省
略
、
適
宜
意
-
誇
し
た
。

(
臼
〉
訴
訟
制
度
の
様
々
な
面
が
北
宋
後
半
か
ら
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

断
由
に
関
す
る
細
々
と
し
た
規
定
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
蘇
基
朗
氏
(
『
唐
宋
法
制
史
研
究
』
、
中
文
大
皐
出
版

社
、
一
九
九
六
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宋
の
法
治
秩
序
、
宋
代
法
の
精
密

化
・
規
範
化
を
強
調
す
る
回
ユ
自
門
玄
n
関口
-
m
E
-
h
n
H
S
S札

。、礼儀川、

S
匂
N
h

ぷ
刊
の
E
E
Q・
。
曲
目
『
円
一
品
開
。

C
E〈
2
臼F
u
、
司
耳
目
白
-

E
S、
越
境
耕
『
宋
代
法
制
研
究
』
(
中
園
政
法
大
拳
出
版
社
、
一
九

九
四
)
な
ど
を
批
評
し
つ
つ
、
宋
を
含
め
中
園
の
俸
統
は
本
質
的
に

zr
。
問
自
白
ロ
乃
至
吋
ロ
-oru二
釦
唱
で
あ
っ
て

J
F
D町
宮
司
で

は
な
い
が
、
正
義
・
公
卒
等
の
原
則
は
見
ら
れ
る
と
論
じ
る
(
一
九
四

J
一
九
七
頁
〉
。
宋
の
法
制
の
詳
細
さ
に
つ
い
て
は
以
前
筆
者
も
少
し

燭
れ
た
こ
と
が
あ
る
(
青
木
敦
「
五
代
・
宋
・
元
」
『
史
拳
雑
誌
回

顧
と
展
望
一
』
一

O
三
五
、
一
九
九
四
)
。
ま
た
北
宋
末
以
降
の
宋
代

の
法
制
に
も
影
響
の
大
き
い
王
安
石
の
制
度
・
法
思
想
に
つ
い
て
土
田

健
次
郎
氏
は
、
王
安
石
は
「
意
見
統
一
が
可
能
な
場
を
制
度
と
文
字
に

見
出
し
」
た
と
言
わ
れ
る
(
「
王
安
石
に
お
け
る
皐
の
構
造
」
『
宋
代

の
知
識
人
(
宋
代
史
研
究
曾
研
究
報
告
第
四
集
)
』
汲
古
書
院
、
一
九

九
三
、
二
七
頁
)
。

(
回
)
「
日
、
律
是
刑
統
、
此
書
甚
好
、
疑
是
歴
代
所
有
俸
下
来
:
:
:
、
今

世
却
不
用
律
、
只
用
穀
令
、
大
概
救
令
之
法
、
皆
重
於
刑
統
」
「
目
、

律
自
秦
漢
以
来
、
歴
代
修
改
:
:
:
、
因
言
、
律
極
好
。
後
来
殺
令
格

式
、
罪
皆
太
重
、
不
如
律
、
『
乾
道
淳
照
新
書
』
、
更
是
雑
鋭
、
一
時

法
官
不
議
制
法
本
意
、
不
合
於
理
者
甚
多
:
:
:
」
(
『
朱
子
語
類
』
一

二
八
本
朝
二
「
法
制
」
)
。
新
書
と
は
、
葉
通
に
よ
れ
ば
、
嘉
祐
、
照
-

寧
、
元
墜
、
元
結
、
紹
聖
、
大
観
、
政
和
、
紹
興
、
乾
道
、
淳
照
よ

随
時
修
立
さ
れ
て
き
た
救
令
格
式
で
あ
る
(
『
水
心
別
集
』
一
四
「
新

書
」
〉
。
朱
曹
関
の
言
う
『
乾
這
淳
照
新
書
』
は
そ
れ
ぞ
れ
乾
道
八
年
と
淳

照
四
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
乾
道
重
修
殺
令
格
式
』
と
『
淳
照
重
修
教
令

格
式
』
を
示
す
。
新
書
に
つ
き
仁
井
田
陸
・
今
掘
誠
二
「
金
玉
新
書
及

び
淳
一
服
新
書
考
」
ハ
『
東
洋
拳
報
』
二
九
l
一
、
一
九
四
二
)
参
照
。

「
教
は
律
を
修
正
補
完
す
る
存
在
で
あ
り
、
教
と
律
は
特
別
法
と
一
般

法
、
あ
る
い
は
後
法
と
前
法
の
関
係
に
立
っ
て
」
(
川
村
前
掲
(
註

(
お
)
〉
論
文
〉
い
た
の
で
あ
り
、
朱
一
蕪
が
論
じ
る
よ
う
に
、
律
が
常
に

救
よ
り
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
筆

者
が
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

(

ω

)

葉
遁
の
こ
の
議
論
は
、
一
部
宋
の
審
剣
制
度
が
周
密
で
あ
っ
た
こ
と

の
背
景
と
し
て
、
戴
建
園
氏
も
引
か
れ
て
い
る
(
前
掲
(
註
(

5

)

)

「
宋
代
刑
事
審
判
制
度
研
究
」
)
。

(
m
U
)

ピ
I
タ
l
・
ボ
ル
氏
は
明
太
租
や
張
居
正
、
清
潅
正
期
を
含
め
、
元

以
降
の
経
世
に
影
響
を
輿
え
た
の
は
王
安
石
新
法
の
積
極
主
義
で
は
な

く
、
司
馬
光
の
思
想
だ
と
さ
れ
る
(
同
司
F》よ02仲。2吋
∞
。
子
-r.¥.‘λ6〈。U。=円
Eロ自
g仲f• 

臼。円己-ぽσ2同弓可ア.曲ロ《仏同臼卑帥芯岱三仲
z。失w=.凹

z口同
河N
。r宮σ
弓去仲同司】.出
u
己
H

ωn}v玄阿己F宵同
B。
r曲2ロ。円。包
ι臼
.
。
、
h&明悶ミ詰
h内叫

H$F偽

g
。
之
札
.

C
ロ
2
2巴
ミ
え

の
と

F
h
o
g
-
m
p
o
p
H
S
3
0

(
臼
〉
伊
藤
正
彦
「
明
代
里
老
人
制
理
解
へ
の
提
言
|
村
落
自
治
論
・
地
主

権
力
論
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
祉
曾
・
文
化
構
造
の
異

化
過
程
に
関
す
る
研
究
』
(
卒
成
六
J
七
年
度
科
拳
研
究
費
補
助
金
一

般
研
究
同
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
六
〉
参
照
)
。
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表

『
慶
元
燦
法
事
類
』
越
訴
規
定
一
賢

05 04 03 02 01 01 番

b a 挽

婚救戸 戸救婚 戸婚救 戸婚教 戸婚救 戸婚教
法メ種類刊〉、

吏人 鈴者米 諸係 若諸j十1 盗朝{t[i諸 :f.S時科 i諸
守メ奉可入3 i 諸 守 : 令遠慮 諸

公吏於 ; 用 : 納租税 揺封者 数直之 折納買 ! 法非撞
i監 奉令 i ' ‘ 、

I採 用者 i司 司

、而 賦鍛者

一~ ιI 、 行 j輪、
F人~ ζ 

人 理借入戸検 量豊費
及 i納以

戸
戸鹿 鈍葬楢

及反覆 I 
監 : 、人戸

. ・ 、

折繍奏日 紐折 ; 

司 i 司 ;若

己
不 i 不 j巧合

納税 互察者 抑令遠

行

租量生
却如以 : 、

ー
再細納 折褒絹

慮輪 外額 之
I 升
l ー 納 書求長類
束

債銭者 以:以

若巧作名

者紐
上

皆是〉 、菌折晴
折増

力債銭日

外者綴議求目

?言

、書政書 : 

豊或買
'ー . 

別或 i 

納 !

物銭

過、 苗絹
1 、

抑

勅停 杖ー 准徒 j叉 i型 徒以 輿 i 並以 輿同 並以
町本l盗論 ー 盗以自 }加 i

二年 這制j
同 !

1 イ白 城年-罪 罪 這制 罪 i 建制論 刑
五論 i等 i一 論
十 ， ，等 -論

匹 i l

人戸 被抑科
世己 被抑科

車人戸 会 越訴

人戸 人戸 僅主

監司
監

越先訴司
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13 12 11 10 09 I 08 i 07 06 

事佐 厩
厩庫教 厩庫教

厩 厩
戸婚救 救戸婚救

教庫 庫教 穀庫

諸 j十|諸 監 i諸 1""'"'. ;諸 所諸 諸 喜美笹 長県系 納受
給 l給 牧税 私 逃

鈴 官!軍
銭置税

亡

書祭、 官賞長
反 吏苗

縦容 ! 線 死
磨 不米 場 組
錯 究官 i而

園児同

之
事高 察 i斗

退有棟
戸

知塁庇者 手患由警 縦廿円』 :面 及
1不 柴、 不

ふ，λ、， !足 、、J

而 重
宅 色策 l 理人放除~p 吏

朝牧税[ 
主主 不 時

保
巧作名 言賊軽者十

阻 自H 侍

官語使
能内 害商

給
閣者

還
手川 色

並枚船 放者 而害 致戸長奉
毎f壬信閏用司、 布右 官吏

乞
或

取者 勝者力 類之島

:、

工 石
抑l重刊入匠 少

官E

告首 升以 朝損汚[ 

重 量田若益者人
i昼

: !納検
者

上者、-./
或用油 税役 者

菟
罪

給賞 墨印者 童五
券，~非

|輿罪減 輿同 i 杖
重従自 徒二年 坐賊論 徒ー年

杖 徒
准此 t 坐臓論 t 准) 此 各杖 輿同 i 以

1 同 止犯人 l百 八
罪 | 十 年

イ白

請人 客人 人戸

事事者令

人戸

人

監 監
監司 EE 

司 司 司 司
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22 21 20 18 17 ! 
b a 

関市
倉庫」τλ3 倉庫メμ〉、 倉庫令 庫倉メμ入 倉庫ρμ 、 救職制 獄殺断 j数断i~ 雑救 1 

メ1入3 

日諸情諸諸 l義官諸 1皇i 
諸 諸 弁 !縦雑諸 受諾

若者望納官
於起諸

穀
岸:;x之一

掬 !容、藤
乞滅 雑買 紗納納受 不残於理形勢毒以 人米 納 納 1 公或和 内日

遇 苗 人 !吏抑縫 魁官 綱以官 報者回王事 重者 在禁罪 不 戸吉凶 !官司
災 米 取 議室令而望 物 者 置印物
傷 人 '減阻人 債銭 私記 様

開 戸 . 戸重 1吏於、a、j 

闘
聴 井寺 銭 i魁

藷入喜簿蚕庫2 ? 議事管 物 ! 増不 監
人 計 ! 力日 ;量 r回~ 

量費
該i!華'般 従 曾 ! 耗塑 ~p 

私勘門 官司販 入 、数
得時 警官。

倉 経 及預 ぬ E 時Z男需占 ll E州 ( g 川| 場 降
数登 私

喜注同目 多封、様、ノ終、 受 納物 記
朝[ 納若 親

謂入
比験

不 者自霊i 著阻 講義 斜和 長合
遁 窓 不羅 阻 。長

霊 草者前割令
物自H而 イ乃 門 節至印

及 者 支敢 T貢
私勘同

受乞 納 日 i
税 銭行 作

物銭者 畢、 檎印 21 1;: 務 並、科 料
繍 委!ii!E雑 ヨ申た 類之 長官監 県州高、i裁 提支

若被F宮λ 司民 I 
留 結 銭及 諸 及 |
滞 知j 而不

。

設印。 長官監
過 麹者ヲ1; 者 獄 不用

如有
阻

司 依見 節

究察 ; 寅銭 医国司 51乞ι t. 公造
債牧 請 吏

l 、
一一一一一ーー|一一一ーl

主主|空間空一 年年罪 i年
百 1

人 人
人戸 人戸

戸 戸

人 !( 人

監 監 1

司 司
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34 [ 33 29 28 27 26 25 24 23 

底霊 |1 鷹2 腹霊 厳重由訟メμ宇入 場務メ~、 賦役令
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ON PERMISSION OF BY-PASSING THE COURT OF

JURISDICTION FROM THE END OF THE NORTHERN

SONG THROUGH THE SOUTHERN SONG DYNASTIES

AOKI Atsushi

　　

Yue-su越訴, by-passing the court of proper jurisdiction, ０ｒto fileａ

charge directly with a higher court without authorization thus by-passing

the lower courts, had been forbidden in the Tang Code and after.　But

only in the Song, permission of the by-passing was often found in laws.

When the staffs of the government ｏ伍ｃｅ（Ｙａ-ｍｅｎ衛門)were responsible,

ordinary people were allowed to go directly to the upper court. Why did

this exception exist in this period ？ Some scholars thought that the dynasty

tried to protect ordinary people from local elites（Ｈａｏ.ｍｉｎ豪民), but this

argument cannot explain the fact that the principle of the Song jurisdiction

system was stillforbidding the by-passing, and that after the Yuan dynasty

seemed to be no regulations similar to this.

　　

Out of proper analysis of Ｑｉｎｅべｙｕａｎtｉａｏ-加心心i慶元條法事類，

it is found that the regulations　of permission　were closely bound up

with the ya-men　staffs' act and　were　not　meaningless. By this, the

clerks and services ぺA'ereequally put on the side of persecutor, and the

“popular houses” were the victims. Another interesting point is that in

the Song these regulations really worked in the societies. It was reported

that bad people used this law and caused the troubles, and not ａ few

writers described that bad and strong people attacked the ｙａ･mens for the

reasons similar to Ｑｉｎｇ-ｙｕａｎtｉａｏ-ｆａｓｈｔ-lei.

　　

The reason why only in these periods these phenomena existed is that

the Song government believed that they could control social conflict by

themselves by law. In the contrary, the Ming and Qing stepped back to

the principle of the Tang codes, which represented hierarchical order and

were more distant from the actual relationship between the ya-mens and

society. In the times of The Emperor χiao-zong 孝宗, Dao･xue　道學

scholars like Ye Shi 葉適criticized this legal trend of the Song.　The

ｌｅａson

　

of ｅχistence of the regulations　should not be explained by the
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dynasty's attitudeto protectthe commoner, but by the legal system itself.

THE STANDARDIZATION OF THE INTERPRETATION

　　

AND APPLICATION OF THE MING CODE明律

Tanii Yoko

　　

From the end of 15th to the early 16th century, the government of the

Ming dynasty set up the procedures which controlled its judicial organs

more strictly.　That is, judgements of the local tribunals began to be

regularly reviewed by the higher levels of government and the supervisors.

However, mere　procedures cannot guarantee effective control.　In this

paper, I have　clarified the process by which the judicial review system

came to be effective, concentrating on the problem how the criteria for

judgement (especially　the　interpretation　and application of the Miｱﾌｇ

Code') had been standardized. For ｅχistence of such standard criteria is

prerequisite for any ｅ伍ｃｉｅｎtreview｡

　　

０ｎ analysis of ａ certain amount of ｏ伍cial documents, it turns out that

judicial o伍cials in the 16th century were generally at an ｅχtremely low

level ０ｆknowledge about criteria for j udgement. But on ｅχami nation of

the arguments of ｏ伍cials at the time, it proves that the enforcement of

judicial review by the supervisors caused the standardization of criteria.

Thereafter the understanding of necessity for standardized criteria had

penetrated through the ｏ伍cialdom, and the ｏ伍cials began to establish clear

criteria and to inform each judicial o伍cial well with more effort. These

facts show that the control on the judicial organs under the Ming dynasty

had developed in higher ｅ伍ciency from the mid-16th century.
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