
訴
訟
關
係
�
書
を
�
し
て
み
た
淸
代
社
會
に
お
け
る
女
性

臼

井

佐

知

子

は
じ
め
に

一
︑
訴
訟
規
定
中
の
女
性
關
係
規
定

二
︑
女
性
が
關
係
す
る
訴
訟
�
料
の
數
量
と
傾
向

(一
)

『巴
縣
檔
案
﹄

(二
)

『/
州
�
書
﹄

(三
)

『太
湖
廳
(理
民
府
)
檔
案
﹄

(四
)

『順
天
府
檔
案
﹄

三
︑
女
性
が
訴
訟
を
	
こ
す
事
例

(一
)

承
繼
に
關
わ
る
事
例

(二
)

家
產
に
關
わ
る
事
例

(三
)

夫
妻
閒
な
ど
の
紛
爭
事
例

(四
)

問
題
の
あ
る
息
子
を
母
親
や
姑
が
訴
え
る
事
例

(五
)

租
佃
︑
債
務
關
係
に
關
わ
る
事
例

(六
)

夫
に
代
理
し
て
訴
え
た
事
例

四
︑
女
性
の
賣
身
に
つ
い
て

(一
)

身
賣
り
の
目
�
と
訴
人

(二
)


女
賣
買
の
�
法
性
と
組
織
�
賣
買

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

本
稿
は
︑
訴
訟
關
係
�
書
に
お
い
て
女
性
が
ど
の
よ
う
な
事
件
や
紛
爭
の
被
�
者
と
し
て
︑
あ
る
い
は
加
�
者
と
し
て
︑
ま
た
は
關
係
者
と

し
て
現
れ
て
い
る
か
を
檢
討
し
︑
そ
の
こ
と
を
�
し
て
︑
淸
代
中
國
社
會
に
お
い
て
女
性
が
置
か
れ
て
い
た
狀
況
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
訴
訟
に
際
し
原
吿
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
今
日
の
訴
狀
で
あ
る
と
こ
ろ
の
吿
狀
や
︑
被
吿
の
辯
�
書
で
あ
る
訴
狀
は
︑

當
然
の
こ
と
な
が
ら
審
理
を
行
う
地
方
官
や
裁
�
擔
當
の
幕
友
︑
さ
ら
に
は
關
係
者
を
說
得
す
る
形
式
と
內
容
と
論
理
と
さ
ら
に
は
�
と
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
そ
こ
で
営
べ
ら
れ
て
い
る
內
容
は
必
ず
し
も
事
實
で
な
く
作
爲
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒
從
っ
て

�
料
と
し
て
�
う
場
合
は
�
�
を
�
す
る
︒
他
方
︑
原
吿
や
被
吿
や
證
人
と
し
て
供
営
す
る
女
性
の
言
說
か
ら
當
時
の
中
國
社
會
に
お
い
て
女

性
が
ど
の
よ
う
に
�
識
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
あ
る
�
度
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
�
代
に
先

立
つ
�
淸
時
代
に
お
い
て
︑
韻
�
を
除
き
︑
女
性
が
著
し
た
�
違
と
い
う
も
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
︒
當
時
の
學
校
敎
育
に
つ
い
て
い

え
ば
︑
商
人
養
成
な
ど
を
目
�
と
し
た
職
業
學
校
を
除
け
ば
︑
一
般
に
は
學
校
で
の
勉
學
の
第
一
の
目
�
は
科
擧
#
驗
と
官
職
に
就
く
こ
と
に

あ
り
︑
敎
育
內
容
も
そ
れ
に
沿
っ
て
%
成
さ
れ
て
い
た
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
當
時
の
中
國
に
お
い
て
︑
科
擧
#
驗
が
許
さ
れ
な
い
女
性
が
�
違

を
書
き
刊
行
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
も
あ
る
�
度
頷
け
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
上
層
の
女
性
が
�
違
を
�
め
な
か
っ

た
と
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
�
'
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
(
當
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑﹁
)
光
二
十
年
九
*
十
五
日
牟

仲
榮
訴
狀
﹂
の
冒
頭
に
は
︑﹁
昨
年
正
*
に
私
の
親
族
の
姪
の
婿
の
蔡
立
谷
が
私
の
息
子
の
牟
先
震
に
彼
の
息
子
蔡
*
+
︑
娘
蔡
續
︑
弟
蔡
二
︑

姑

(夫
の
姉
妹
)
と
そ
の
外
甥
の
趙
大
榮
等
を
敎
育
す
る
よ
う
依
賴
し
︑
每
年
學
�
と
し
て
錢
二
十
八
千
�
︑
食
米
二
石
四
斗
を
荏
拂
う
こ
と

を
決
め
た(1

)
︒﹂
と
あ
り
︑
娘
も
息
子
と
と
も
に
敎
育
を
#
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
十
九
世
紀
後
.
に
は
女
性
が
書
い
た
日
記
が
あ

り
︑
こ
れ
は
出
版
さ
れ
て
い
る(2

)
︒
し
か
し
︑
小
說
な
ど
科
擧
と
は
無
關
係
の
�
學
作
品
で
さ
え
も
女
性
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
は
韻
�
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
︒
女
性
が
�
違
に
よ
っ
て
自
己
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
九
世
紀
末
か
ら
で
あ
り
︑
西
歐
の
思
想
や
�
/
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の
移
入
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
從
っ
て
︑
そ
れ
以
0
に
お
い
て
は
女
性
の
言
動
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
女
性
自
身
の
聲
は
ほ

と
ん
ど
聞
こ
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
な
か
少
數
の
日
記
や
書
鯵(3

)
な
ど
と
同
樣
︑
訴
訟
關
係
�
書
は
原
吿
で
あ
る
女
性
の
訴
え
︑
被

吿
と
さ
れ
た
女
性
の
辯
�
︑
關
係
者
で
あ
る
女
性
の
供
営
を
�
し
て
女
性
の
1
と
聲
と
が
見
え
聞
こ
え
る
貴
重
な
�
料
で
あ
る
と
い
え
る(4

)
︒
本

稿
で
は
ま
ず
︑
女
性
關
係
の
訴
訟
規
定
に
つ
い
て
鯵
單
に
記
し
︑
2
い
で
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
訴
訟
�
料
に
お
い
て
女
性
が
關
係
す
る
案
件
の

數
量
と
傾
向
と
を
示
し
︑
女
性
が
訴
訟
を
行
う
事
例
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
を
具
體
�
に
提
示
す
る
︒
そ
し
て
�
後
に
身
を
賣
る

こ
と
に
關
す
る
訴
訟
事
例
を
示
し
て
當
時
の
女
性
と
く
に
巴
縣
の
女
性
が
置
か
れ
て
い
た
狀
況
を
考
え
る
︒

一
︑
訴
訟
規
定
中
の
女
性
關
係
規
定

女
性
が
訴
訟
の
原
吿
な
い
し
被
吿
に
な
る
こ
と
が
淸
代
に
ど
の
よ
う
に
�
識
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
阿
風
氏
等
が
硏
究
提
示

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
は
鯵
單
に
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
︒
淸
代
に
お
け
る
女
性
關
係
訴
訟
規
定
に
つ
い
て
は
︑
多
少
の
變
4

を
行
っ
た
も
の
の
︑
お
お
む
ね
�
代
の
條
�
を
沿
用
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
謀
反
・
5
6
・
子
孫
不
孝
等
の
﹁
干
犯
名
義
﹂
の
重
罪
︑
7
び

强
盜
・
殺
傷
等
の

(重
案
)
犯
罪
に
つ
い
て
は
︑

人
が
親
吿
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
︑
戶
婚
田
土
等
の

(
細
事
)
紛
爭
に
つ
い
て
は
︑

人

は
必
ず
;
吿
す
な
わ
ち
代
理
人
を
た
て
て
吿
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
︑
夫
<
く
子
無
く
︑
或
い
は
自
ら
損
�
を
#
け
︑
訴
訟
の
代
理
人

と
な
り
得
る
存
在
が
な
い
場
合
に
の
み
親
吿
を
許
す
こ
と
︑
そ
し
て
︑
も
し

女
が
他
人
を
誣
吿
し
た
場
合
は
︑
代
理
人
を
=
罰
す
る
と
し
た
︒

淸
代
に
お
け
る
吿
狀
や
訴
狀
︑
稟
狀
の
官
製
用
紙
に
印
刷
さ
れ
た
訴
訟
規
定
た
る
﹁
狀
式
條
例
﹂
中
の
女
性
關
係
項
目
は
︑
以
下
の
如
く
で

あ
る
︒

『順
天
府
檔
案
﹄
嘉
慶
十
六

(一
八
一
一
)
年
の
﹁
狀
式
條
例(5

)
﹂
に
は
︑
①
｢紳
衿
お
よ
び

女
︑
老
人
︑
身
體
障
�
者
で
;
吿
が
な
い
も
の

は
#
理
し
な
い(6

)
︒﹂
②
｢媒
?
人
と

(婚
姻
に
關
す
る
契
A
書
で
あ
る
)
婚
書
が
な
い
訴
え
は
#
理
し
な
い(7

)
︒﹂
③
｢姦
�
に
つ
い
て
は
確
か
な
證
據

が
な
け
れ
ば
吿
訴
を
#
理
し
な
い(8

)
︒﹂
④
｢重
大
案
件
で
あ
る
姦
�
や
殺
人
︑
盜
み
で
は
な
い
件
に

女
を
ま
き
こ
ん
だ
場
合
は
#
理
し
な
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い(
9
)

︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

『太
湖
廳
檔
案
﹄
同
治
八

(一
八
六
九
)
年
～
光
緖
二

(一
八
七
六
)
年
の
﹁
狀
式
條
例
﹂
中
の
右
の
﹃
順
天
府
檔
案
﹄
の
①
に
相
當
す
る
第

六
項
は
﹁
紳
衿
︑

女
︑
老
人
と
幼
少
な
者
︑
身
體
障
�
者
で
親
屬
に
;
吿
と
な
る
者
が
い
な
い
場
合
は
#
理
し
な
い(10

)
︒﹂
と
あ
る
︒

同
治

(一
八
六
二
～
一
八
七
四
)
年
閒
の
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
で
は
こ
の
項
目
は
︑
紳
衿
の
み
な
ら
ず
︑
仕
宦
︑
舉
貢
な
ど
現
に
官
職
に
つ
い
て
い

る
者
も
含
み
︑
高
齡
者
は
七
十
歲
以
上
の
者
と
な
っ
て
い
る(11

)
︒

さ
ら
に
﹃
/
州
�
書
﹄
で
は
︑
こ
の
項
目
は
︑
代
理
人
は
未
成
年
者
で
は
い
け
な
い
と
書
か
れ
て
い
る(12

)
ほ
か
︑
細
事
す
な
わ
ち
民
事
の
訴
訟

に

女
を
ま
き
こ
ん
だ
り
︑

女
を
訴
訟
す
る
相
手
の
筆
頭
に
置
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る(13

)
︒

『大
淸
律
例
會
�
怨
纂
﹄
中
に
同
治
十
二

(一
八
七
三
)
年
に
�
行
D
用
さ
れ
始
め
た
狀
式
條
例
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
の
二
款
の

內
容
が

女
に
關
聯
し
た
も
の
で
あ
る
︒
①
｢被
吿
や
證
人
と
し
て
多
く
の
人
を
ま
き
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
も
し
無
關
係
の
者
を

(關
係
者

と
し
て
)
書
い
た
り
︑
姦
盜
事
件
を
訴
え
る
と
き

人
を
證
人
と
し
て

(事
案
に
)
ま
き
こ
ん
だ
場
合
は
#
理
し
な
い
だ
け
で
な
く
︑
代
書
人

の
責
任
を
F
7
す
る(14

)
︒﹂︑
②
｢

人
に
す
で
に
成
年
と
な
っ
た
息
子
が
い
れ
ば
︑
そ
の
息
子
の
名
0
で
吿
訴
さ
せ
る
︒
も
し
成
人
し
た
息
子
が

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

人
の
名
0
で
吿
訴
し
︑
そ
の
息
子
を
代
理
人
と
し
た
場
合
は
#
理
し
な
い(15

)
︒﹂
と
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
女
性
が
原
吿
と
し
て
訴
訟
を
	
こ
す
こ
と
に
對
し
て
樣
々
な
制
限
が
加
え
ら
れ
た
が
︑
宋
代
以
影
︑
戶
婚
田
土
な
ど
の

(
民

事
)
案
件
が
增
大
し
︑
さ
ら
に
元
︑
�
以
影
︑
H


(寡

と
な
っ
て
再
婚
し
な
か
っ
た
者
)
の
優
待
・
旌
表
制
度
が
作
ら
れ
︑
H

な
ど
を
一

族
か
ら
出
す
こ
と
で
一
族
に
役
の
免
除
な
ど
が
實
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
あ
る
�
度
裕
福
な
一
族
で
は
寡

が
再
婚
し
な
い
よ
う
生
活
の

保
障
を
圖
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
方
で
寡

に
對
す
る
<
夫
の
親
族
の
影
K
力
が
强
ま
る
と
同
時
に
︑
未
再
婚
の
寡

が
增
え
︑
そ
の
こ
と

が
女
性
の
吿
訴
を
增
や
す
こ
と
に
も
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る(16

)
︒
少
な
く
と
も
︑
淸
代
の
訴
訟
を
み
る
と
︑
;
吿
を
立
て
て
は
い
る
も
の
の
︑

女
性
が
原
吿
と
な
っ
て
い
る
案
件
は
地
域
の
別
な
く
少
な
く
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
後
営
す
る
よ
う
に
︑
<
夫
の
財
產
問
題
で
は
成
人
し
た

息
子
が
い
て
も
女
性
が
原
吿
と
な
る
こ
と
も
L
々
に
し
て
み
ら
れ
#
理
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
被
吿
が
訴
え
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
︑
原
吿
の
家
に
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行
き
自
殺
す
る
と
恫
喝
す
る
よ
う
自
分
の
母
に
賴
む(17

)
と
い
う
よ
う
に
︑
紛
爭
の
脅
し
と
し
て
し
ば
し
ば
自
分
の
老
母
を
手
段
と
し
て
D
う
例
が

見
ら
れ
︑
そ
れ
が
作
爲
と
思
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
女
性
や
寡

や
老
母
は
紛
爭
の
際
に
︑
M
停
を
N
利
に
O
く
た
め
の
﹁
�
﹂
を
左
右
す
る
存

在
と
し
て
か
な
り
の
效
果
を
も
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

二
︑
女
性
が
關
係
す
る
訴
訟
�
料
の
數
量
と
傾
向

紛
爭
關
係
や
訴
訟
關
係
の
�
書
に
は
行
政
機
關
が
保
管
し
て
い
た
も
の
と
民
閒
の
當
事
者
が
抄
本
と
し
て
殘
し
た
も
の
と
が
あ
る
︒
ま
た
︑

一
般
向
け
の
讀
み
物
と
し
て
︑
あ
る
い
は
裁
�
に
携
わ
る
者
へ
の
敎
科
書
と
し
て
︑
�
例
を
ま
と
め
た
出
版
物
も
少
な
く
な
い
︒
こ
こ
で
は
P

に
行
政
機
關
が
保
管
し
て
い
た
�
書
�
料
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る(18

)
︒

(一
)

『巴
縣
檔
案
﹄

四
川
省
檔
案
館
が
收
藏
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
︑
內
容
が
理
解
で
き
る
個
R
を
活
字
/
し
て
整
理
出
版
し
た
も
の
に
︑
四
川
大
學
歷
T
系
・

四
川
省
檔
案
館
P
U
﹃
淸
代
乾
嘉
)
巴
縣
檔
案
V
U

(上
册
・
下
册
)
﹄
(四
川
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
一
九
九
六
年
)
と
四
川
省
檔
案
館
U

﹃
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
编

(乾
隆
卷
)
﹄
(
檔
案
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
物
の
う
ち
女
性
固
N
の
社
會
�
位
置
に
直
接
關
係
す

る
案
件
は
︑﹃
淸
代
乾
嘉
)
巴
縣
檔
案
V
U

(下
册
)﹄
で
は
P
に
︿
三
︑
宗
族
︑
家
庭
7

︑
奴
生
活
﹀
で
あ
り
︑﹃
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
编
﹄

で
は
︿
(六
)
風
/
﹀
と
︿
(十
)
家
族
﹀
で
あ
り
︑
夫
馬
X
氏
が
寫
し
を
收
藏
し
て
い
る
同
治
年
閒
と
慶
應
大
學
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
收

藏
し
て
い
る
乾
隆
年
閒
の
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
で
は
︿
家
庭
﹀︑︿

女
﹀︑︿
繼
承
﹀
に
分
類
さ
れ
て
い
る
�
書
で
あ
る
︒
但
し
︑
女
性
が
原
吿
︑
被

吿
︑
關
係
者
で
あ
る
案
件
は
︑
貸
借
に
關
す
る
紛
糾
︑
宗
敎
に
關
す
る
紛
糾
を
は
じ
め
と
し
て
極
め
て
多
い
︒
な
お
︑
李
淸
瑞
氏
に
よ
れ
ば
︑

乾
隆
年
閒
の
女
性
關
係
案
件
二
百
二
十
二
件
中
誘
Ã
し
賣
却
す
る

(Ã
賣
)
案
件
は
百
十
九
件
で
�
も
多
く
︑
姦
�

(奸
�
)
案
件
が
三
十
三

件
で
こ
れ
に
2
ぎ
︑
强
姦

(
强
占
)
案
件
十
六
件
︑
賣
娼
案
件
十
五
件
︑
寡

再
婚
案
件
七
件
︑
婚
姻
破
綻

(
衛
婚
)
案
件
六
件
︑
嫁
の
賣
却

― 207―

593



(嫁
賣
)
案
件
四
件
︑
妻
へ
の
Z
待

(
Z
妻
)
案
件
三
件
な
ど
と
な
っ
て
い
る(19

)
︒

(二
)

『/
州
�
書
﹄

﹃
/
州
�
書
﹄
は
成
/
五

(一
四
六
九
)
年
か
ら
中
華
人
民
共
和
國
の
土
地
改
革
0
夜
に
至
る
ま
で
の
も
の
が
殘
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
多
く

は
民
閒
�
書
で
あ
り
︑
訴
訟
裁
�
�
書
と
し
て
は
抄
本
が
多
く
官
府
�
書

(公
�
書
)
は
少
な
い
︒
女
性
が
原
吿
に
な
っ
て
い
る
も
の
︑
被
吿

に
な
っ
て
い
る
も
の
は
と
も
に
見
ら
れ
る
が
︑
原
吿
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
︒

(三
)

『太
湖
廳

(理
民
府
)
檔
案
﹄

太
湖
廳
は
雍
正
八

(一
七
三
〇
)
年
︑
太
湖
同
知
を
立
て
て
水
利
を
擔
當
さ
せ
︑
江
蘇
省
蘇
州
府
吳
江
縣
同
里
鎭
に
\
在
さ
せ
た
こ
と
に
始

ま
り
︑
四
年
後
︑
吳
縣
洞
庭
東
山
に
移
さ
れ
た
廳
で
あ
る(20

)
︒﹃
太
湖
廳

(理
民
府
)
檔
案
﹄
は
南
京
]
物
院
が
收
藏
し
て
い
る(21

)
ほ
か
︑
日
本
の

國
會
圖
書
館
が
收
藏
す
る
も
の
が
三
十
一
件
あ
り
︑
そ
の
う
ち
行
政
關
係
�
書
が
八
件
︑
訴
訟
裁
�
�
書
が
二
十
一
件
︑
そ
の
他
斷
片
二
件
で

あ
る
︒
訴
訟
裁
�
�
書
中
︑
女
性
が
原
吿
の
も
の
六
件
︑
被
吿
の
も
の
三
件
︑
關
係
し
て
い
る
案
件
四
件
で
あ
る
︒

(四
)

『順
天
府
檔
案
﹄

中
國
第
一
歷
T
檔
案
館
に
R
藏
さ
れ
て
い
る
直
隸
省
﹃
順
天
府
檔
案
﹄
は
︑
乾
隆
年
閒
～
宣
瓜

(
一
九
〇
九
～
一
九
一
一
)
年
閒
︑
P
�
に
は

嘉
慶
元

(一
七
九
六
)
年
以
影
の
も
の
で
あ
る
︒
職
官
官
制
︑
民
政
警
務
︑
憲
政
︑
法
律
詞
訟
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
お
り
︑
訴
訟
裁
�
�
書
は

﹁
法
律
詞
訟
﹂
に
含
ま
れ
︑
順
天
府
寶
坻
縣
の
も
の
で
あ
り
︑
內
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑﹁
婚
姻
奸
�
方
面
の
案
件
﹂︑

﹁
Ã
_

女
︑
販
賣
人
口
方
面
の
案
件
﹂︑﹁
繼
承
嗣
お
よ
び
そ
の
他
家
庭
糾
紛
等
の
問
題
の
�
件
﹂
に
は
女
性
が
關
係
し
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
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以
上
の
ほ
か
︑﹃
淡
怨
檔
案
﹄
や
﹃
淸
水
江
�
書
﹄
な
ど
訴
訟
裁
�
關
係
の
�
書
は
少
な
く
な
い
︒
訴
訟
裁
�
�
書
の
存
在
を
硏
究
者
に
�

初
に
知
ら
し
め
た
�
書
で
あ
る
臺
灣
の
淡
水
縣
と
怨
竹
縣
の
檔
案
﹃
淡
怨
檔
案
﹄
に
つ
い
て
︑
阿
風
氏
は
0
揭
著
書
中
で
﹁
民
事
U
﹂
の
中
の

女
性
が
關
わ
っ
て
い
る
案
件
は
總
數
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
︑﹁
爭
財
﹂
と
﹁
貸
借
﹂
に
集
中
し
て
い
る
と
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
貴
州
省

の
﹃
淸
水
江
�
書
﹄
の
中
に
も
訴
訟
裁
�
�
書
の
抄
本
が
あ
る
︒
後
営
す
る
よ
う
に
貴
州
は
巴
縣
と
の
關
係
が
密
接
で
あ
り
︑
巴
縣
で
誘
Ã
さ

れ
た
女
性
が
貴
州
に
賣
ら
れ
連
れ
て
い
か
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
︒
但
し
︑﹃
淸
水
江
�
書
﹄
に
は
管
見
の
限
り
で
は
女
性
が
關
係
し
て
い
て

も
原
吿
で
な
い
も
の
が
多
く
︑
量
�
處
理
の
關
係
上
﹃
淡
怨
檔
案
﹄
と
と
も
に
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
︒

三
︑
女
性
が
訴
訟
を
	
こ
す
事
例

女
性
が
原
吿
と
な
っ
て
い
る
案
件
に
は
︑
宗
族
︑
家
族
關
係
が
比
�
�
多
い
が
︑
こ
の
類
の
案
件
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
承
繼
に
關
す
る
も

の
が
多
い
︒
承
繼
に
關
す
る
案
件
の
そ
の
一
は
誰
を
繼
嗣
と
す
る
か
に
つ
い
て
<
夫
の
親
族
と
寡

が
爭
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
︑
夫
馬
X
氏
が
﹁
中
國
�
淸
時
代
に
お
け
る
寡

の
地
位
と
强
制
再
婚
の
風
b
﹂
の
中
で
︑
�
代
に
な
る
と
﹁
立
嗣
權
﹂
も
寡

の
自
由

な
V
擇
に
よ
る
﹁
立
愛
﹂
か
ら
同
宗
昭
穆
相
當
者
を
繼
嗣
に
す
べ
き
と
い
う
﹁
應
繼
﹂
の
考
え
が
强
く
な
っ
た
と
し
て
︑
法
の
問
題
を
含
め
て

繼
嗣
を
誰
に
す
る
か
爭
う
事
例
と
そ
の
結
果
の
變
/
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
變
/
の
背
景
に
は
瓜
治
の
手
段
と
し
て
�
代
以

影
宗
族
關
係
の
强
/
が
圖
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
二
は
︑
實
の
息
子
が
い
な
い
未
<
人
が
︑
夫
の
生
0
も
し
く
は
死
後
に
c

え
た
多
く
は
夫
の
兄
弟
の
息
子
な
い
し
息
子
の
世
代
の
親
族
で
あ
る
同
宗
昭
穆
相
當
者
で
あ
る
繼
承
者
に
對
し
て
︑
自
分
の
生
活
の
面
倒
を
み

な
い
な
ど
の
不
滿
を
も
っ
て
訴
訟
を
	
こ
す
類
で
あ
る
︒
筆
者
が
管
見
し
た
限
り
で
は
︑
少
な
く
と
も
淸
代
に
お
い
て
は
例
え
ば
/
州
で
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
同
宗
昭
穆
相
當
者
か
ら
繼
嗣
を
V
擇
し
て
お
り
︑
そ
の
二
の
事
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
一
︑
そ
の
二
の
い
ず
れ

の
事
例
に
せ
よ
︑
こ
の
問
題
は
當
事
者
の
一
方
は
夫
の
親
族
で
あ
る
が
︑
他
方
は
寡

に
限
ら
ず
夫
が
生
存
し
て
い
る
場
合
に
は
夫

で
あ
る

例
も
見
ら
れ
る
︒
但
し
︑
そ
の
二
の
場
合
は
當
事
者
が
寡

で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
第
二
に
︑
第
一
の
問
題
と
も
關
わ
っ
て
︑
夫
の
家
の
家
產
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に
關
わ
る
訴
訟
も
少
な
く
な
い
︒
中
國
で
は
觀
念
�
に
は
夫

は
一
體
と
み
な
し
得
︑
結
婚
と
同
時
に
妻
に
は
夫
の
家
產
に
對
し
て
少
な
く
と

も
潛
在
�
權
利
が
生
じ
︑
夫
の
死
後
は
寡

は
原
則
�
に
は
夫
が
得
た
あ
る
い
は
得
る
べ
き
家
產
の
D
用
權
な
い
し
收
益
權
を
基
本
�
に
は
N

す
る
こ
と
と
な
る(22

)
︒
す
な
わ
ち
夫
の
死
が
父
母
の
家
產
の
分
割
0
で
あ
れ
ば
︑
夫
が
生
き
て
い
た
場
合
に
得
る
は
ず
の
家
產
を
分
割
さ
れ
る
權

利
が
あ
る
︒
こ
の
權
利
は
原
則
�
に
は
槪
ね
守
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
/
州
に
お
い
て
は
家
產
を
處
分
す
る
際
︑
形
式
�
な

場
合
も
少
な
く
な
い
と
は
い
え
母
親
た
る
寡

の
�
思
の
確
�
が
必
�
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
L
々
に
し
て
寡

と
<
夫
の
親
族
と
の
閒
に
承
繼

の
問
題
の
み
な
ら
ず
︑
息
子
が
い
て
も
そ
の
家
產
相
續
に
對
す
る
紛
爭
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
く
に
夫
が
嗣
子
な
く
し
て
死
ん
だ
時
︑

<
夫
の
兄
弟
に
息
子
が
複
數
い
た
場
合
︑
兄
弟
が
自
分
の
息
子
の
一
人
を
そ
の
嗣
子
と
し
よ
う
と
し
て
爭
う
こ
と
は
日
常
�
に
み
ら
れ
る
︒
宗

族
と
は
始
祖
に
始
ま
り
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
子
孫
へ
と
續
く
父
系
の
血
瓜

(氣
h
)
を
#
け
繼
ぐ
人
閒
存
在
の
總
體
を
�
味
す
る
︒
そ
う
で

あ
れ
ば
︑
祖
先
が
入
手
し
た
土
地
は
︑
そ
の
祖
先
の
血
瓜

(氣
h
)
を
#
け
繼
ぐ
後
裔
の
總
體
に
屬
す
る
こ
と
に
な
る
︒
家
產
分
割
が
行
わ
れ

た
と
し
て
も
︑
個
々
の
存
在
が
#
け
繼
い
だ
の
は
家
產
を
管
理
す
る
義
務
と
そ
こ
か
ら
の
收
益
を
D
用
し
て
よ
い
權
利
で
あ
っ
て
︑
R
謂
�
代

�
な
�
味
で
の
R
N
權
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
任
�
に
處
分
し
て
よ
い
權
利
は
N
さ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
觀
念
は
日
常
�
に
は
顯
在

/
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
實
際
の
場
面
で
賣
却
す
る
必
�
に
i
ら
れ
た
と
き
や
同
族
以
外
の
者
に
讓
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
顯
在
/
す

る
こ
と
に
な
る
︒
繼
嗣
を
め
ぐ
る
爭
い
の
背
景
に
も
家
產
を
め
ぐ
る
問
題
が
潛
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
第
三
は
︑
夫
と
妻
と
の
閒
︑
妻

と
妾
と
の
閒
︑
ま
た
は
姑
と
嫁
と
の
閒
の
紛
爭
︑
後
妻
と
先
妻
の
子
と
の
閒
の
紛
爭
な
ど
が
あ
る
︒
第
四
は
︑
實
子
︑
養
子
を
問
わ
ず
問
題
を

	
こ
し
た
り
不
出
來
な
息
子
を
母
親
や
姑
が
訴
え
る
案
件
も
あ
る
︒
こ
れ
は
母
親
や
親
族
や
�
j
の
者
の
叱
責
を
聞
き
い
れ
な
い
息
子
に
手
を

燒
い
た
母
親
が
知
縣
に
よ
っ
て
叱
責
し
=
ら
し
め
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
少
な
く
は
な
い(23

)
︒

經
濟
關
係
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
不
動
產
な
ど
の
賣
買
や
典
當
に
際
し
て
の
案
件
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
商
業
取
引
に
際
し
て
の
案
件
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
自
己
が
保
N
し
て
い
る
土
地
を
出
佃
し
租
を
得
て
生
活
し
て
い
た
が
︑
そ
の
租
が
き
ち
ん
と
荏
拂
わ
れ
な
い
と
い
う
も
の
や
︑
金
を

貸
し
た
が
k
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
案
件
な
ど
貸
借
に
關
わ
る
案
件
で
あ
る
︒
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そ
の
ほ
か
夫
も
し
く
は
未
<
人
の
息
子
や
孫
が
何
ら
か
の
被
�
を
#
け
︑
l
傷
す
る
な
ど
訴
訟
を
	
こ
せ
な
い
狀
況
に
あ
る
た
め
代
っ
て
訴

訟
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
結
婚
後
︑
夫
や
親
族
に
よ
っ
て
身
を
賣
ら
れ
た
こ
と
に
關
す
る
案
件
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
賣
身
問
題
は
︑

當
時
の
女
性
の
狀
況
を
如
實
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
︑
原
吿
の
多
く
は
女
性
自
身
で
は
な
く
︑
そ
の
親
族
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別

に
違
を
た
て
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒

な
お
︑
女
性
が
被
吿
と
な
っ
て
い
る
案
件
は
原
吿
の
場
合
に
比
べ
て
少
な
い
︒
訴
訟
案
件
例
が
多
い
巴
縣
の
場
合
は
︑
妻
と
く
に
後
妻
や
妾

が
財
產
を
盜
っ
て
家
か
ら
出
た
と
い
う
も
の
が
多
い
︒
妻
の
性
格
を
問
題
に
し
た
り
不
倫
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
巴
縣
以
外
で
も

妻
を
隱
し
た
と
し
て
妻
の
母
を
訴
え
て
い
る
太
湖
廳
の
案
件(24

)
な
ど
が
あ
る
が
︑
金
錢
問
題
な
ど
男
女
を
問
わ
な
い
事
件
で
た
ま
た
ま
加
�
者
が

女
性
で
あ
る
と
い
う
案
件
が
一
般
に
は
多
い
︒
他
方
︑
女
性
が
事
件
の
關
係
者
と
し
て
供
営
を
行
っ
て
い
る
案
件
は
少
な
く
な
い
︒
と
く
に
夫

に
よ
っ
て
身
賣
り
さ
れ
た
り
傷
つ
け
ら
れ
た
り
殺
さ
れ
た
場
合
は
0
営
し
た
よ
う
に
當
人
で
は
な
く
實
家
の
父
な
ど
親
族
が
原
吿
と
し
て
訴
訟

を
	
こ
す
場
合
が
多
く
︑
女
性
が
當
事
者
と
し
て
供
営
し
て
い
る
︒

以
下
︑
經
濟
關
係
の
第
一
と
第
二
の
案
件
は
男
性
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
省
略
し
︑
ま
た
夫

關
係
に
つ
い
て
は
水
越
知
氏
が
本

特
集
號
で
詳
し
く
檢
討
さ
れ
て
い
る
の
で
鯵
営
す
る
に
と
ど
め
︑
そ
の
他
の
各
事
例
を
見
て
い
き
た
い
︒

(一
)

承
繼
に
關
わ
る
事
例

同
治
十
二

(一
八
七
三
)
年
九
*
三
日
か
ら
2
年
に
か
け
て
裁
�
が
行
わ
れ
た
太
湖
廳
の
案
件
﹁
後
嗣
虛
懸
等
事
﹂
に
お
け
る
九
*
三
日
の

張
蔡
氏
四
十
三
歲
の
吿
訴
狀
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
;
吿
は
氏
の
實
家
の
族
人
蔡
俊
方
で
あ
る
︒

｢私
の
<
き
夫
張
載
豐
は
︑
同
治
十
年
十
*
に
病
氣
の
た
め
<
く
な
り
ま
し
た
が
︑
不
幸
に
し
て
嗣
子
が
お
ら
ず
︑
そ
の
た
め
親
族
で
協
議

し
︑
夫
の

(七
十
六
歲
に
な
る
)
長
兄
紹
豐
の
第
三
子
樹
華
を
子
と
し
ま
し
た
︒
こ
れ
は
筋
)
も
順
番
も
順
當
な
こ
と
で
す
︒
(但
し
)
事
は
慌

た
だ
し
か
っ
た
た
め
︑
嗣
書

(嗣
子
と
す
る
こ
と
を
と
り
決
め
た
契
A
�
書
)
は
ま
だ
作
成
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
繼
承
者
を
立
て
た
後
︑
<
夫
の
血
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h
が
#
け
繼
が
れ
宗
と
祭
祀
が
繼
が
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
私
の
晚
年
も

(彼
を
)
賴
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
私

の
夫
は
︑
甥
た
ち
は
み
な
o
�
で
あ
る
か
ら
財
產
の
田
土
を
わ
た
し
て
し
ま
っ
た
ら
孝
養
を

(
盡
く
し
て
く
れ
る
こ
と
は
)
p
め
な
い
︑
と
生
0

し
ば
し
ば
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
私
は
夫
の
死
後
︑
財
產
を
繼
承
者
の
樹
華
に
わ
た
さ
ず
︑
少
な
い
財
產
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
自
分

で
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
︑
嗣
子
の
樹
華
は
私
が
財
產
を
渡
さ
な
い
こ
と
を
恨
み
︑
q
に

心
變
わ
り
し
て
嗣
父
で
あ
る
夫
の
喪
が
ま
だ
あ
け
な
い
昨
年
九
*
︑
に
わ
か
に
孝

(心
を
示
す
喪
)
r
を
脫
ぎ
︑
今
年
七
*
に
生
み
の
父
親
の

名
0
を
t
手
に
D
っ
て

(蘇
州
府
)
吳
縣
に
行
っ
て
私
を
事
件
に
卷
き
u
む
訴
え
を
	
こ
し
ま
し
た
︒
今
ま
た
汚
い
言
葉
を
ま
き
散
ら
し
て
私

の
名
譽
と
H
操
を
汚
し
︑
い
ろ
い
ろ
と
ず
る
く
陰
險
な
こ
と
を
し
ま
し
た
︒
孝
r
を
脫
い
で
嗣
父
を
欺
き
︑
汚
い
言
葉
で
母
を
辱
め
る
如
き
不

孝
を

(ま
の
あ
た
り
に
し
て
)
︑
ど
う
し
て

(彼
が
私
の
)
生
活
の
世
話
を
し
死
後
葬
儀
を
營
む
こ
と
を
p
め
ま
し
ょ
う
か
︒
私
は
事
�
を
彼
の
生

み
の
父
と
親
族
等
に
吿
げ
︑
怨
た
に
嗣
子
を
V
ぶ
こ
と
を
欲
し
�
め
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
︑
み
な
彼
が
凶
惡

で
橫
暴
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
彼
に
忠
吿
し
て
戒
め
て

(別
に
)
嗣
子
を
立
て
る
こ
と
を
肯
ず
る
者
は
い
ま
せ
ん
︒
後
に
爭
い
の
發
端
と
な
り

患
い
を
將
來
に
w
す
こ
と
を
懸
念
し
ま
す
︒
M
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
人
の
嗣
子
た
る
者
が
後
を
繼
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
に
は
︑
規
定
に

よ
っ
て
官
に
訴
え
別
に
後
繼
者
を
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
こ
で
私
は
嗣
子
樹
華
は
そ
の
魂
膽
が
陰
險
で
あ
り
︑
嗣
親
に
對
し

て
不
孝
で
あ
り
︑
ず
る
が
し
こ
く
人
と
し
て
守
る
)
も
守
ら
な
い
こ
と
か
ら
︑
お
上
が

(彼
を
)
法
廷
に
召
喚
し
て
訓
戒
し
叱
責
し
︑
私
に
別

に
繼
承
者
を
立
て
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
く
こ
と
を
こ
こ
に
お
願
い
致
し
ま
す
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
私
は
日
に
日
に
苦
勞
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
ょ
う
し
︑
<
夫
も
泉
下
で
瞑
目
で
き
な
い
で
し
ょ
う
︒
今
幸
い
に
嗣
子
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
︑
夫
の
兄
紹
豐
に
は

第
四
子
と
第
五
子
の
二
人
が
お
り
ま
す
︒
す
み
や
か
に
�
況
を
申
し
営
べ
︑
縣
知
事
樣
に
す
み
や
か
に
お
M
べ
い
た
だ
き
︑
み
な
を
集
め
て
斷

を
下
さ
れ
︑
私
が
別
に
嗣
子
を
立
て
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
<
き

(
夫
の
)
魂
を
安
ん
じ
︑
x
い
寡

を
慰
め
て
下
さ

い
ま
す
よ
う
︒
ま
た
樹
華
が
か
つ
て
そ
の
兄
張
*
波
と
ぐ
る
に
な
っ
て
私
の
石
榴
山
の
土
地
一
筆
と
家
屋
の
後
ろ
の
土
地
一
筆
を
奪
い
取
ろ
う

と
し
た
こ
と
も
と
も
に
F
7
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
︑
そ
の
御
仁
慈
に
感
じ
入
る
こ
と
こ
の
う
え
も
な
く
︑
以
上
申
し
営
べ
ま
す(25

)
︒﹂
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こ
の
訴
え
は
#
理
は
さ
れ
た
が
︑
知
縣
は
﹁
張
樹
華
が

(氏
を
)
y
す
ん
で
い
る
と
い
う
が
︑
も
し
實
際
に
大
い
に
倫
理
に
も
と
る
と
し
て

も
︑
嗣
子
と
し
て
す
で
に
二
年
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
未
だ
嗣
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︑
は
た
し
て
別
に
嗣
子
を
立
て
る
べ

き
か
否
か
︑
親
族
等
と
協
議
す
る
よ
う
に(26

)
︒﹂
と
い
う
批
を
下
し
て
い
る
︒

こ
の
後
︑
同
年
九
*
八
日
に
張
蔡
氏
は
﹁
張
樹
華
は
本
業
は
山
石
z
掘
人
で
あ
り
︑
も
と
も
と
面
倒
を
か
け
て
お
り
︑
加
え
て
性
格
が
凶
暴

で
理
を
以
っ
て
說
得
し
難
い(27

)
︒﹂
と
も
営
べ
て
再
び
吿
狀
を
出
し
て
い
る
が
︑
そ
の
內
容
は
三
日
の
內
容
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
但
し
︑
そ

の
批
に
は
﹁
張
*
波
が
も
し
財
產
で
あ
る
土
地
を
占
據
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
皆
を
集
め
て
理
を
說
い
て
k
|
さ
せ
る
よ
う
に(

28
)

︒﹂
と
記
さ
れ
て

い
る
︒
張
蔡
氏
は
九
*
十
五
日
に
さ
ら
に
吿
狀
を
出
し
︑﹁
私
は
批
に
從
っ
て
族
人
と
協
議
し
よ
う
と
し
た
が
︑
族
長
の
張
紹
豐
は
年
老
い
て

動
く
こ
と
も
で
き
な
い
︒
}
長
の
張
永
貴
と
地
保
の
~
心
田
が
樹
華
に
理
を
說
い
た
が
樹
華
は
そ
の
性
格
が
凶
暴
で
か
た
く
な
に
#
け
入
れ
な

い
︒
ど
う
ぞ
樹
華
を
召
喚
し
て
�
問
し
て
ほ
し
い
︒﹂
と
知
縣
に
訴
え
て
い
る
︒
そ
こ
で
も
︑
知
縣
は
あ
く
ま
で
族
人
等
で
協
議
す
よ
う
に
と

い
う
批
を
下
し
た
だ
け
で
︑
何
の
對
處
も
し
て
い
な
い
︒
こ
の
後
も
事
は
X
展
し
な
か
っ
た
と
み
え
︑
�
年
二
*
四
日
に
張
蔡
氏
は
再
度
吿
狀

を
提
出
し
︑
二
*
七
日
に
關
係
者
を
呼
び
出
す
よ
う
に
と
い
う
知
縣
の
命
令
を
實
行
す
る
と
い
う
�
け
書
を
差
役
が
提
出
し
︑
十
四
日
と
二
十

四
日
に
召
喚
し
て
供
営
が
と
ら
れ
︑
堂
諭
が
下
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
親
族
の
M
停
の
結
果
と
し
て
︑
時
華

(
同
じ
第
三
子
と
あ
る
こ
と
か
ら
樹
華

と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
)
を

(當
初
の
ご
と
く
)
張
蔡
氏
の
嗣
子
と
す
る
︒
(今
後
)
時
華

(=

樹
華
)
は
母
に
孝
を
つ
く
し
︑
母
は
子
の
時
華

(

=

樹
華
)
に
�
を
か
け
︑
時
華

(=

樹
華
)
は
每
年
母
が
生
活
す
る
う
え
で
必
�
な
米
を
渡
し
て
生
活
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に(29

)
︑
と
い
う
も
の

で
あ
り
︑
繼
嗣
を
奄
え
る
こ
と
を
p
ん
だ
張
蔡
氏
は
敗
訴
し
て
い
る
︒

0
営
し
た
よ
う
に
︑
祖
先
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
男
の
子
孫
で
あ
り
︑
祖
先
か
ら
#
け
繼
い
だ
家
產
も
男
の
子
孫
が
#
け
繼
ぐ
べ
き
と

�
識
さ
れ
て
お
り
︑
實
子
が
い
な
い
と
き
に
は
︑
夫
に
兄
弟
が
い
な
い
か
そ
の
兄
弟
な
ど
親
族
に
息
子
の
世
代
の
男
子
が
い
な
い
場
合
を
除
い

て
︑
夫
の
兄
弟
の
息
子
を
は
じ
め
と
す
る
同
宗
昭
穆
相
當
者
を
嗣
子
と
し
て
c
え
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
反
し
た
場
合
︑
す
な
わ
ち
娘
婿

や
娘
の
子
︑
あ
る
い
は
小
さ
い
と
き
か
ら
養
っ
て
き
て
老
人
と
な
っ
た
自
分
た
ち
の
世
話
を
し
て
く
れ
て
い
る
者
を
︑
祖
先
の
祭
祀
を
#
け
繼
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ぐ
嗣
子
に
し
た
場
合
は
勿
論
︑
こ
う
し
た
者
に
家
產
を
繼
承
さ
せ
た
場
合
に
も
ほ
ぼ
必
ず
ト
ラ
ブ
ル
が
發
生
す
る
︒
夫
が
生
き
て
い
よ
う
と
死

ん
で
い
よ
う
と
︑
夫
の
兄
弟
が
訴
訟
を
	
こ
せ
ば
︑
兄
弟
が
お
お
む
ね
t
訴
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
以
上
に
営
べ
た
案
件
の
よ
う
に
︑
寡

が

夫
の
兄
弟
の
子
を
嗣
子
と
し
て
c
え
た
も
の
の
︑
そ
の
子
が
孝
養
を
盡
く
さ
な
い
な
ど
の
理
由
で
奄
え
た
い
と
い
う
類
の
訴
え
は
︑
地
域
の
別

な
く
少
な
く
な
い
︒
但
し
︑
こ
こ
で
�
�
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
上
記
の
案
件
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
官
權
力
は
あ
く
ま
で

M
停
機
關
に
し
て
訓
示
を
垂
れ
る
の
み
で
强
制
力
は
な
く
︑
實
際
の
處
理
は
夫
の
一
族
に
任
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
張
樹
華
と
張
蔡
氏

の
案
件
の
よ
う
に
︑
繼
嗣
が
親
族
で
あ
る
場
合
︑
夫
の
一
族
が
寡

の
言
い
分
を
聞
き
い
れ
な
い
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
一
方
︑
こ
の
案
件
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
夫
の
一
族
が
官
の
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
動
か
な
い
と
き
︑
寡

は
何
度
で
も
訴
え
る
︒

繼
嗣
へ
の
不
滿
を
訴
え
た
案
件
は
他
の
地
域
で
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
/
州
黟
縣
の
郭
査
氏
は
2
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
︒

｢夫
も
息
子
も
嫁
も
<
く
な
っ
た

(私
)
郭
査
氏
は
江
錦
華
の
2
孫
で
十
歲
の
興
鐘
を
婿
王
廷
玉
に
憑
っ
て
繼
嗣
と
し
︑
育
て
成
人
さ
せ
︑

實
子
の
如
く
敎
育
も
し
結
婚
も
さ
せ
た
︒
と
こ
ろ
が
興
鐘
は
生
業
に
務
め
ず
︑
ひ
ね
も
す
�
ん
で
ば
か
り
い
て
悔
悛
し
な
い
︒
そ
こ
で
江
家
に

�
り
k
そ
う
と
し
た
が
︑
婿
の
再
三
の
勸
め
で
︑
田
を
分
給
し
︑
自
分
で
�
作
し
生
活
す
る
こ
と
を
許
し
︑
0
の
よ
う
に
戾
る
こ
と
を
願
い
︑

興
鐘
は
氏

(私
)
の
嗣
子
と
し
て
︑
廢
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後

(
興
鐘
の
)
放
蕩
は
ひ
ど
く
な
り
︑
惡
い
や
か
ら
の

誘
い
に
乘
っ
て
氏

(私
)
が
給
し
た
塘
田
の
田
租
を
密
か
に
典
し
︑
生
き
て
い
る
と
き
は
衣
食
費
と
し
︑
死
後
は
棺
や
そ
こ
に
か
け
る
布
の
費

用
と
す
る
つ
も
り
の
氏

(私
)
の
膳
產
を
賣
ろ
う
と
謀
っ
た
︒
賣
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
遲
い
の
で
︑
嚴
し
い
批
を
出
し
て
盜
賣
を
防
ぎ
止

め
て
ほ
し
い(30

)
︒﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
郭
査
氏
の
訴
え
に
對
し
て
︑
知
縣
は
︑
親
族
を
集
め
て
嚴
し
く
諭
す
よ
う
に
︑
そ
れ
で
も
悔
悛

し
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
上
稟
し
F
究
す
る
の
を
待
て(31

)
︑
と
い
う
批
を
出
し
て
い
る
︒
こ
の
案
件
は
0
の
案
件
と
衣
な
り
繼
嗣
は
親
族
で
は
な

い
︒
し
か
し
︑
知
縣
は
こ
こ
で
も
親
族
に
よ
る
解
決
を
求
め
て
い
る
︒
宗
族
關
係
を
以
っ
て
治
め
て
い
こ
う
と
す
る
官
の
考
え
を
反
映
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
︒
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(二
)

家
產
に
關
わ
る
事
例

家
產
に
關
わ
る
事
例
は
承
繼
の
問
題
と
關
係
す
る
︒
こ
こ
で
は
巴
縣
の
﹁
乾
隆
四
十
二

(一
七
七
七
)
年
齊
廷
楹
具
吿
齊
魏
氏
爭
占
絕
產
案(32

)
﹂

を
み
て
み
た
い
︒
こ
の
と
き
の
原
吿
は
齊
魏
氏
で
あ
る
︒
齊
魏
氏
は
九
*
十
日
に
稟
狀
を
提
出
し
︑
こ
れ
に
對
し
被
吿
齊
廷
楹
は
十
八
日
に
訴

狀
を
提
出
し
た
が
︑
齊
魏
氏
は
こ
の
訴
狀
を
#
け
て
十
*
七
日
さ
ら
に
稟
狀
を
提
出
し
た
︒
二
囘
の
齊
魏
氏
の
稟
狀
を
整
理
す
る
と
以
下
の
如

く
で
あ
る
︒
齊
魏
氏
の
夫
の
祖
父
齊
)
安
に
は
禮
︑
武
︑
斌
︑
芳
の
四
人
の
息
子
が
い
た
︒
禮
に
は
廷
雄
と
い
う
息
子
が
お
り
︑
そ
の
妻
は
譚

氏
で
あ
り
︑
こ
の
二
人
に
は
子
が
な
い
︒
武
に
は
妻
子
が
な
く
︑
斌
に
は
廷
英
と
い
う
息
子
が
お
り
︑
そ
の
妻
が
魏
氏
で
あ
り
︑
二
人
に
は
秉

鑒
と
い
う
一
人
息
子
が
い
る
︒
芳
に
は
三
人
息
子
が
お
り
︑
長
男
が
廷
儒
︑
も
う
一
人
が
廷
楹
で
あ
り
︑
廷
儒
の
2
子
が
秉
勛
で
あ
る
︒
禮
︑

武
︑
斌
の
死
後
︑
)
安
は
家
產
を
三
等
分
し
︑
廷
雄
に
羅
家
近
の
土
地

(
�
初
の
稟
狀
で
は
︑
)
安
自
身
の
老
後
の
生
活
費
を
出
す
た
め
に
分
け
ず
に

留
保
し
た
と
あ
る
)
と
石
砫
灣
の
土
地
を
︑
廷
英
に
上
堡
子
の
土
地
と
家
屋
な
ど
を
︑
芳
に
自
身
が
�
入
し
た
怨
}
子
と
い
う
地
名
の
田
地
を

分
與
し
た
︒
さ
ら
に
廷
雄
は
子
が
な
い
ま
ま
<
く
な
っ
た
の
で
︑
乾
隆
十
六
年
)
安
は
石
砫
灣
の
田
地
を
廷
英
に
分
與
す
る
が
︑
當
面
は
譚
氏

が
租
を
#
け
取
る
こ
と
︑
羅
家
近
の
田
地
は
芳
に
分
與
し
︑
芳
は
そ
こ
か
ら
あ
が
る
租
の
う
ち
每
年
十
八
石
を
譚
氏
に
わ
た
す
こ
と
と
し
︑
譚

氏
<
き
後
は
そ
れ
ぞ
れ
が
管
理
し
租
を
#
け
取
る
と
し
た
w
言
書
を
書
い
た
︒
し
か
し
︑
芳
の
子
廷
楹
は
羅
家
近
の
土
地
を
二
千
餘
金
で
賣
っ

て
し
ま
っ
た
︒
三
十
一
年
︑
譚
氏
と
廷
英
は
口
論
と
な
り
︑
石
砫
灣
の
田
土
は
廷
英
の
管
理
下
に
置
く
と
い
う
契
A
を
�
わ
し
た
︒
三
十
九
年
︑

廷
英
が
<
く
な
り
︑
今
年
譚
氏
が
<
く
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
譚
氏
が
<
く
な
る
と
︑
廷
楹
は
契
A
書
を
僞
�
し
て
秉
勛
を
譚
氏
の
繼
子
と
し
て

し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
廷
楹
は
私

(魏
氏
)
が
寡

で
子
が
幼
い
こ
と
に
乘
じ
︑
譚
氏
の
殘
し
た
裝
�
品
や
衣
類
な
ど
を
も
ち
去
り
︑
譚
氏
の
居

宅
に
入
り
u
み
︑
廷
英
が
管
理
し
て
い
た
譚
氏
の
石
砫
灣
の
田
地
を
占
據
し
︑
齊
廷
貞
に
佃
さ
せ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
訴
え
る
︑
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
こ
の
九
*
十
日
の
齊
魏
氏
の
訴
え
に
對
し
︑
齊
廷
楹
は
十
八
日
に
訴
狀
を
提
出
し
2
の
よ
う
に
言
う
︒
廷
英
は
惡
賢
く
欲
深
く
︑

自
分
に
は
子
が
一
人
だ
け
な
の
に
强
引
に
二
}
の
武
の
繼
子
と
し
武
の
家
產
を
橫
領
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
後
長
}
の
家
が
絕
え
る
と
廷
英
は
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�
占
し
よ
う
と
欲
し
た
︒
乾
隆
三
十
一
年
︑
0
任
の
段
知
縣
の
と
き
に
吿
訴
し
︑
秉
勛
を
譚
氏
の
繼
子
と
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
︒
そ
れ

な
の
に
秉
鑒
は
母
の
魏
氏
を
荏
え
て
私
を
訴
え
て
き
た
︑
と
辯
�
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
魏
氏
の
言
に
よ
れ
ば
)
安
が
家
產
を
分
け
た
の
は
武

の
死
後
で
あ
り
︑
武
個
人
が
入
手
し
た
�
產
が
あ
っ
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
が
︑
秉
鑒
は
あ
く
ま
で
武
の
宗
を
繼
い
で
武
を
祭
る
だ
け
で

父
祖
か
ら
の
家
產
の
繼
承
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
案
件
は
そ
の
後
に
つ
い
て
の
�
料
が
な
い
た
め
ど
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
か
は

わ
か
ら
な
い
︒
但
し
︑
樣
々
な
い
き
さ
つ
を
除
け
ば
︑
一
般
�
に
い
え
ば
︑
斌
の
子
は
廷
英
一
人
で
あ
り
︑
そ
の
子
も
一
人
で
あ
る
の
に
對
し

て
︑
芳
に
は
息
子
が
三
人
お
り
︑
そ
の
長
男
に
は
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
息
子
が
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
秉
勛
が
譚
氏
の
繼
子
と
な
る
の
は

當
然
と
も
い
え
る
︒

(三
)

夫
妻
閒
な
ど
の
紛
爭
事
例

こ
こ
で
は
巴
縣
の
﹁
同
治
二

(一
八
六
三
)
年
江
朱
氏
因
夫

口
角
鳴
冤(33

)
﹂
と
い
う
夫

の
紛
爭
を
と
り
あ
げ
る
︒
江
朱
氏
は
2
の
よ
う
に

供
営
し
て
い
る
︒

｢同
治
四
年
に
榮
昌
の
江
福
昌
が
重
慶
に
來
て
�
易
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
私
に
﹃
私
の
妻
は
病
氣
で
<
く
な
っ
た
の
で
︑
媒
?
人
に

よ
っ
て
貴
女
を
繼
室
と
し
た
い
︒﹄
と
言
い
︑
(私
は
)
輿
入
れ
し
ま
し
た
︒
こ
の
こ
と
に
閒
�
い
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
去
年
福
昌
は
私
を
連
れ
て

故
�
に
も
ど
り
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
私
は
彼
の
妻
が
ま
だ
永
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
數
日
し
て
彼
は
重
慶
に
戾
り
ま
し
た
︒
0
妻

黃
氏
は
私
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
口
げ
ん
か
を
し
︑
頻
繁
に
亂
暴
し
て
辱
し
め
る
こ
と
を
言
っ
た
た
め
︑
(私
は
)
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
轎
を

�
っ
て
重
慶
に
戾
り
ま
し
た
が
︑
福
昌
も
ま
た
私
に
對
し
て
暴
力
を
ふ
る
い
︑
(こ
の
こ
と
は
)
j
家
も
み
な
知
る
と
こ
ろ
と
な
り

(
彼
を
)
諫

め
ま
し
た
が
止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
と
こ
ろ
が
思
い
か
け
な
い
こ
と
に
︑
(
彼
は
)
商
賣
で
損
を
し
た
た
め
︑
私
を
連
れ
て
沙
市

に
行
き
嫁
と
し
て
賣
ろ
う
と
し
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
の
と
き
は
私
は
承
知
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
の
ち
彼
は
憂
鬱
な
氣
分
か
ら
し
ば
し
ば
私

に
賤
し
い
こ
と

(=

賣
春
)
を
や
る
よ
う
i
り
ま
し
た
︒
(私
は
こ
れ
に
)
從
わ
ず
︑
彼
に
)
理
を
說
い
て
く
れ
る
よ
う
j
人
に
賴
み
ま
し
た
︒
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彼
は
多
勢
と
對
立
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
︑
以
後
賤
し
い
こ
と
を
す
る
よ
う
私
に
嚴
し
く
i
る
こ
と
も
な
く
な
り
︑
事
は
お
さ
ま
り
ま
し

た
︒
と
こ
ろ
が
突
然
今
*
十
六
日
の
夜
︑
彼
は
ま
た
一
人
の
人
閒
を
連
れ
て
家
に
來
て
私
に
彼
と
同
宿
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
︒
そ
こ
で
私
は

)
理
に
も
と
づ
い
て
責
め
い
ろ
い
ろ
と
言
っ
た
と
こ
ろ
︑
彼
は
死
ぬ
ほ
ど
私
を
毆
り
ま
し
た
︒
や
っ
と
の
思
い
で
衙
門
へ
訴
え
に
來
ま
し
た
︒

今
知
縣
代
理
樣
の
お
裁
き
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
︑
江
福
昌
に
私
を
連
れ
て
歸
ら
せ
︑
以
後
は
仲
良
く
し
︑
二
度
と
面
倒
を
引
き
	
こ
さ
な
い

よ
う
と
の
こ
と
で
す(34

)
︒﹂

こ
の
案
件
は
江
朱
氏
の
供
営
と
江
福
昌
に
よ
る
鯵
單
な
辯
�
の
供
営
の
み
で
あ
り
︑
詳
細
な
事
實
關
係
は
わ
か
ら
な
い(35

)
︒
し
か
し
︑
�
料
が

殘
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
案
件
と
し
て
#
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(四
)

問
題
の
あ
る
息
子
を
母
親
や
姑
が
訴
え
る
事
例

寡

が
實
子
を
訴
え
て
い
る
案
件
と
し
て
︑
巴
縣
の
﹁
同
治
二
年
以
6
欺
佔
�
事
﹂
が
あ
る
︒
李
李
氏
七
十
七
歲
に
は
三
人
の
息
子
が
い
た

が
︑
夫
が
<
く
な
っ
た
た
め
家
產
の
分
割
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
長
男
の
李
子
才
が
弟
の
子
福
が
#
け
繼
ぐ
べ
き
田
と
地
と
を
力
づ
く
で
橫
領
し

た
︒
そ
こ
で
子
福
は
)
理
を
說
い
た
が
子
才
は
è
々
橫
暴
と
な
り
︑
切
羽
詰
っ
て
お
上
に
訴
え
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
人
々
に
止
め
ら
れ
た
︒

惡
6
な
息
子
は
か
え
っ
て
曾
�
子
や
�
老
八
ら
大
勢
で
子
福
に
農
作
業
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
︒
皆
で
理
に
よ
っ
て
事
を
�
息
さ
せ
る
こ
と

が
難
し
く
︑
6
ら
う
者
は
頑
な
で
許
し
難
い
︒
そ
こ
で

(知
縣
が
)
呼
び
出
し
て
嚴
し
く
F
究
す
る
よ
う
お
願
い
す
る(

36
)

︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

;
吿
は
李
子
福
で
あ
る
︒
本
件
は
吿
狀
以
外
の
�
料
が
な
い
た
め
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
︑
原
吿
の
;
吿
と
被
吿
兩
者
の
母
親
が
原
吿
と

な
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
は
弟
が
兄
を
訴
え
る
こ
と
は
長
幼
の
序
を
亂
す
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
巴
縣
の
﹁
同
治

二
年
譚
田
氏
稟
譚
濬
川
在
外
不
務
正
業
囘
家
�
掣
衣
物
家
具
一
案
﹂
で
は
︑
實
子
が
言
う
こ
と
を
聞
か
ず
︑
黃
了
頭
等
の
誘
い
に
の
っ
て
家
具

な
ど
を
持
ち
出
し
ó
]
や
ア
ヘ
ン
に
D
い
︑
(外
で
借
金
を
し
︑
相
手
が
)
多
人
數
で
家
に
來
て
騷
ぎ
を
	
こ
し
︑
族
戚
の
戒
め
も
聞
か
な
い
な

ど
と
し
て
母
親
が
實
子
を
相
手
に
訴
訟
を
	
こ
し
て
い
る(37

)
︒
ま
た
︑﹁
)
光
十
五

(
一
八
三
五
)
年
八
*
二
十
九
日
牛
廖
氏
首
狀(38

)
﹂
は
息
子
が
浪
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費
し
妻
を
毆
り
母
親
や
親
族
が
諫
め
て
も
き
か
な
い
の
で
�
っ
て
�
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑﹁
)
光
十
六

(一
八
三
六
)
年
正
*
二
十
八
日
黃

李
氏
首
狀(39

)
﹂
も
ほ
ぼ
同
樣
の
內
容
で
あ
る
︒
ほ
か
に
/
州
黟
縣
の
例
と
し
て
實
子
が
い
な
い
た
め
に
︑
幼
小
時
か
ら
育
て
て
き
た
義
子
を
訴
え

た
例
も
あ
る(40

)
︒
こ
れ
ら
の
中
に
は
犯
罪
と
い
え
る
も
の
も
あ
る
が
︑
多
く
は
0
営
し
た
よ
う
に
息
子
に
手
を
燒
い
た
母
親
が
知
縣
に
よ
っ
て
叱

責
し
=
ら
し
め
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

(五
)

租
佃
︑
債
務
關
係
に
關
わ
る
事
例

太
湖
廳
の
﹁
光
緖
二

(一
八
七
六
)
年
十
一
*
︑
芮
王
氏
�
�
陸
用
才
欠
租
掯
|
等
�
一
案
﹂
は
2
の
よ
う
な
案
件
で
あ
る
︒
原
吿
芮
王
氏

は
二
十
一
歲
の
時
夫
に
死
な
れ
︑
そ
の
後
五
十
年
閒
張
家
で
傭
工
す
な
わ
ち
給
與
を
得
て
働
く
者
と
し
て
�
わ
れ
︑
家
が
な
か
っ
た
た
め
︑
張

家
に
�
み
働
い
て
き
た
︒
し
か
し
︑
後
で
供
営
し
て
い
る
が
︑
太
�
天
國
の
亂
に
よ
っ
て
P
人
の
家
が
零
落
し
た
た
め
に
�
職
し
︑
そ
れ
ま
で

貯
め
て
い
た
十
五
千
�
で
桑
地
三
分
四
釐
を
�
入
し
︑
同
治
十
二

(一
八
七
三
)
年
︑
そ
の
土
地
を
 
金
一
千
五
百
�
︑
每
年
二
千
四
百
三
十

�
の
租
︑
五
年
滿
¡
の
契
A
で
陸
永
才
に
小
作
に
出
し
た
︒
と
こ
ろ
が
陸
は
同
治
十
二
年
分
の
錢
千
�
相
當
の
野
¢
二
百
斤
を
£
め
た
だ
け
で
︑

租
を
少
し
も
拂
わ
な
い
︒
土
地
を
買
っ
た
金
は
一
生
苦
勞
し
て
貯
め
た
金
で
あ
り
︑
今
後
生
き
て
い
く
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
る(41

)
︑
と
し
て

芮
王
氏
は
陸
を
吿
訴
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
原
吿
は
ほ
と
ん
ど
租
を
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
年
以
上
も
生
活
し
て
き
て
い
る
︒
そ

の
こ
と
は
︑
訴
訟
の
對
象
の
地
は
�
產
の
一
部
に
し
か
¤
ぎ
な
い
こ
と
︑
十
五
千
�
は
貯
め
た
金
の
一
部
に
し
か
¤
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
も
い
え
る
︒
も
と
も
と
多
少
の
�
產
が
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
女
性
が
一
人
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
事
例
と
も
い
え
る
︒

こ
の
太
湖
廳
の
案
件
の
原
吿
と
な
っ
た
女
性
は
傭
工
と
あ
る
よ
う
に
︑
あ
く
ま
で
給
與
を
得
て
働
い
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
巴
縣
の
例
と

し
て
婢
で
あ
っ
た
者
が
P
人
の
家
を
離
れ
た
例
が
あ
る
︒
そ
の
槪
�
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
周
宗
禮
が
兄
嫁
の
世
話
を
す
る
た
め
に
婢
と
し

て
春
香
を
買
っ
た
︒
年
齡
が
二
十
八
歲
と
な
り
︑
嫁
が
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
︑
春
香
は
身
體
に
障
�
が
あ
っ
た
た
め
︑
娶
ろ
う
と
す
る
者
が
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い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
自
分
か
ら
出
家
し
て
妙
�
と
い
う
尼
に
な
っ
た(42

)
︒
そ
の
と
き
彼
女
は
そ
れ
ま
で
金
錢
を
貯
め
て
お
り
︑
ま
た
彼
女
が
婢

と
し
て
世
話
を
し
て
き
た
兄
嫁
が
二
十
兩
を
わ
た
し
た(43

)
︒
そ
の
後
寡

の
揭
姜
氏
が
妙
�
か
ら
三
十
六
千
�
を
*
利
二
分
で
借
り
︑
さ
ら
に
三

十
四
兩
を
借
り
た
︒
し
か
し
︑
揭
姜
氏
に
k
金
を
i
っ
た
と
こ
ろ
揭
姜
氏
に
指
を
嚙
ま
れ
た
と
し
て
妙
�
は
訴
え
出
て
い
る
︒
こ
の
案
件
は
︑

揭
姜
氏
に
よ
る

(妙
�
の
)
銀
兩
の
未
k
|
に
つ
い
て
は
字
A
が
な
い
の
で
F
討
を
免
れ
る
︑
と
い
う
結
論
と
な
っ
て
い
る(44

)
︒
後
営
す
る
よ
う

に
︑
巴
縣
に
お
い
て
は
良
民
か
ら
賤
民
と
な
る
女
性
の
賣
身
が
行
わ
れ
た
︒
こ
の
問
題
は
2
違
に
て
営
べ
た
い
︒

(六
)

夫
に
代
理
し
て
訴
え
た
事
例

夫
が
い
る
場
合
は
夫
を
越
え
て
訴
訟
を
	
こ
す
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
︑
夫
を
促
し
て
訴
訟
を
	
こ
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
ま

た
夫
が
不
在
の
場
合
に
妻
が
訴
訟
を
	
こ
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
順
天
府
檔
案
﹄
の
)
光
十
二

(
一
八
三
二
)
年
の
郭
王
氏
に
よ

る
訴
え
が
あ
る(45

)
︒
車
領
の
劉
殿
一
と
書
手
の
王
殿
元
等
が
郭
王
氏
の
夫
を
�
保

(
保
正
)
に
當
て
る
と
脅
し
て
金
錢
を
�
求
し
た
︒
錢
を
渡
し

た
た
め
︑
劉
殿
一
と
王
殿
元
は
T
¦
相
を
閏
て
た
︒
後
に
T
¦
相
が
罷
免
さ
れ
た
た
め
二
人
は
ま
た
氏
を
脅
し
て
錢
を
�
求
し
︑
こ
れ
も
荏

拂
っ
た
た
め
張
美
玉
が
閏
て
ら
れ
た
︒
今
年
張
美
玉
が
罷
免
さ
れ
︑
再
度
氏
の
夫
を
閏
て
よ
う
と
し
た
た
め
夫
は
恐
れ
て
§
げ
出
し
︑
郭
王
氏

が
矢
面
に
立
つ
こ
と
と
な
り
︑
實
弟
を
;
�
と
し
て
氏
が
訴
え
出
た
事
例
で
あ
る(46

)
︒

ま
た
︑
/
州
の
﹁
光
緖
二
十
三

(一
八
九
七
)
年
休
寧
李
王
氏
吿
績
溪
商
人
恃
强
掯
欠
案(

47
)

﹂
の
槪
略
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
李
王
氏
の
夫

で
屯
溪
で
泰
來
靛
靑
行
と
い
う
藍
の
販
賣
會
社
を
經
營
し
て
い
る
貢
生
で
あ
る
李
維
城
は
︑
か
つ
て
欠
損
の
荏
拂
を
拒
ん
で
い
る
績
溪
縣
の
染

色
工
場
の
經
營
者
を
訴
え
︑
す
で
に
諭
を
被
っ
た
︒
し
か
し
︑
債
務
者
等
は
未
だ
k
濟
を
拒
否
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
休
寧
縣
に
�
む
李
王
氏
が

夫
に
代
わ
っ
て
再
度
績
溪
縣
の
衙
門
に
;
�
を
た
て
て
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
︒
何
故
夫
で
な
く
彼
女
が
訴
え
た
か
に
つ
い
て
は
︑﹁
私
の
夫

は
批
を
奉
じ
こ
の
う
え
な
く
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
憐
れ
む
べ
き
こ
と
に
夫
は
纍
を
被
っ
て
後
︑
さ
ら
に
困
窮
し
每
日
の
食
事
も

ま
ま
な
ら
な
く
な
り
︑
昨
年
十
二
*
四
日
に
對
處
方
法
を
圖
る
た
め
江
西
省
の
私
の
親
族
の
R
に
行
き
ま
し
た
︒
私
は
�
里
の
收
荏
を
長
く
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放
っ
て
お
い
て
は
生
活
で
き
な
い
と
懸
念
し
︑
人
に
取
り
立
て
に
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
︑
未
拂
い
の
九
家
が
頑
と
し
て
拂
わ
ず
ど
う
し
よ

う
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
夫
は
江
西
省
に
行
っ
た
ま
ま
歸
っ
て
來
ず
︑
夫
の
指
示
か
彼
女
自
身
の
�
斷
で
訴
え
出
た
と

も
思
わ
れ
る
︒

四
︑
女
性
の
賣
身
に
つ
い
て

筆
者
は
か
つ
て
拙
著
の
中
で
賣
身
に
つ
い
て
言
7
し
た(48

)
︒
/
州
�
書
の
中
の
賣
身
�
書
の
多
く
は
管
見
し
た
限
り
で
は
男
性
の
賣
身
で
あ
る
︒

女
性
に
つ
い
て
は
少
な
い
︒
勿
論
︑
/
州
に
は
巴
縣
の
よ
う
に
は
大
量
の
訴
訟
�
書
が
殘
っ
て
お
ら
ず
︑
�
書
の
多
く
は
契
A
�
書
で
あ
り
︑

土
地
な
ど
不
動
產
の
�
書
と
は
衣
な
り
︑
人
身
賣
買
の
契
A
書
は
契
A
對
象
た
る
人
閒
が
死
<
す
れ
ば
廢
棄
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か

し
︑
單
に
そ
れ
だ
け
の
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑
巴
縣
の
�
書
�
料
に
は
日
常
�
か
つ
組
織
�
に
行
わ
れ
て
い
た
女
性
賣
買
と
り

わ
け
誘
Ã
し
て
賣
却
す
る
案
件
な
い
し
�
書
が
多
い
か
ら
で
あ
る(49

)
︒
な
ぜ
巴
縣
に
は
女
性
の
Ã
賣
が
多
い
の
か
︑
李
淸
瑞
氏
は
2
の
よ
う
に
說

�
す
る
︒
�
代
中
¡
以
影
︑
四
川
で
は
白
蓮
敎
徒
の
亂
︑
李
自
成
や
張
獻
忠
等
の
¬
入
︑
吳
三
桂
が
王
屛
藩
を
四
川
に

®
し
て
攻
め
さ
せ
る

な
ど
戰
亂
が
頻
發
し
た
︒
ま
た
�
末
淸
初
に
水
旱
災
�
が
頻
發
し
多
く
の
人
口
が
失
わ
れ
た
︒
�
代
萬
曆
六

(一
五
七
八
)
年
に
A
五
百
萬
人

あ
っ
た
四
川
の
人
口
は
康
煕
二
十
四

(一
六
八
五
)
年
に
は
A
五
十
萬
ま
で
減
少
し
た
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
淸
¦
政
府
は
四
川
か
ら
各
地

に
§
れ
た
人
々
を
戾
す
政
策
と
移
民
を
促
す
政
策
を
と
り
︑
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
乾
隆
六
十

(一
七
九
五
)
年
に
は
一
千
一
百
萬
人
︑
巴
縣
だ

け
で
十
三
萬
三
千
人
餘
に
°
し
た
と
さ
れ
る(50

)
︒
し
か
も
雍
正
五

(一
七
二
七
)
年
に
移
民
政
策
が
停
止
さ
れ
た(51

)
後
も
巴
縣
は
水
陸
�
�
の
±
が

よ
か
っ
た
こ
と
か
ら
客
商
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
出
入
し
︑
人
口
移
動
は
著
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
は
單
身
の

男
性
が
多
く
女
性
が
不
足
す
る
︒
巴
縣
に
お
い
て
女
性
賣
買
と
り
わ
け
誘
Ã
し
て
賣
却
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
背
景
に
は
以
上
の
狀
況
が
あ
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹃
順
天
府
檔
案
﹄﹁
法
律
詞
訟
﹂
の
﹁
Ã
_

女
︑
販
賣
人
口
方
面
の
案
件
﹂
は
乾
隆
年
閒
の
も
の
は
な
い
が

嘉
慶
年
閒
以
影
千
三
十
四
件
あ
る
︒
順
天
府
寶
坻
縣
は
北
京
の
南
東
八
十
五
キ
ロ
に
あ
り
︑
農
村
地
域
と
は
い
え
人
の
移
動
が
多
い
地
で
あ
る
︒
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0
営
し
た
よ
う
に
﹃
/
州
�
書
﹄
中
に
も
賣
身
�
書
が
殘
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
多
く
は
男
性
の
場
合
で
あ
り
︑
し
か
も
契
A
作
成
者
の
多
く

は
賣
ら
れ
る
者
が
幼
い
場
合
を
除
い
て
本
人
で
あ
る
︒
雍
正
年
閒
に
﹁
丐
戶
﹂﹁
墮
民
﹂﹁
九
姓
漁
戶
﹂﹁
蛋
戶
﹂
が
賤
籍
か
ら
²
除
さ
れ(52

)
︑
さ

ら
に
乾
隆
三
十
六

(一
七
七
一
)
年
の
例
に
よ
り
︑
各
省
の
﹁
樂
戶
﹂︑
浙
江
の
﹁
惰
戶
﹂︑﹁
丐
戶
﹂︑
廣
東
の
﹁
蛋
戶
﹂
な
ど
が
賤
民
か
ら
良

民
と
さ
れ
た
ほ
か
︑
安
/
省
/
州
︑
寧
國
︑
池
州
三
府
の
﹁
世
僕
﹂
も
︑
祖
先
が
田
P
の
田
を
佃
し
田
P
の
山
に
葬
ら
れ
て
い
る
者
は
P
人
の

戶
籍
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
は
い
え
︑
賤
民
か
ら
良
民
と
さ
れ
︑
三
代
以
影
の
子
孫
は
科
擧
#
驗
�
格
を
得
︑
ま
た
賣
買
契
A
が

乾
隆
元
年
以
後
の
白
契
に
よ
る
者
で
丁
册
に
記
入
さ
れ
て
い
な
い
者
は
身
を
贖
し
て

(
良
)
民
と
な
る
こ
と
を
許
す
と
さ
れ
た(53

)
︒
以
後
の
/
州

の
實
質
上
の
人
身
賣
買
契
A
の
ほ
と
ん
ど
は
僕
で
は
な
く
義
男
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
︒

(一
)

身
賣
り
の
目
�
と
訴
人

對
價
を
#
け
取
っ
て
女
性
を
相
手
に
わ
た
す
事
例
と
し
て
︑
嫁

(妻
)
︑
妾
︑
養
女
︑
D
女
︑
婢
︑
娼
が
あ
る
︒
妻
と
妾
は
と
も
に
正
式
な

婚
姻
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
婢
と
娼
が
賤
民
で
あ
り
他
は
良
民
と
さ
れ
る
と
は
い
え
︑
妻
や
妾
も
場
合
に
よ
っ
て
は
人
身
賣
買
と
い
う
面

を
も
つ
︒
と
く
に
貧
し
い
家
で
は
娘
や
親
族
の
女
性
の
婚
姻
は
賣
身
と
ほ
ぼ
同
じ
�
味
を
も
つ
︒
妻
妾
を
典
し
た
り
賣
る
こ
と
に
つ
い
て
は

﹃
大
淸
律
例
﹄﹁
戶
律
・
婚
姻
門
﹂﹁
典
�
妻
女
律
﹂
に
﹁
も
し
妻
や
妾
を
金
錢
を
#
け
取
っ
て
人
に
典
し
て
貸
し
妻
や
妾
と
し
た
夫
は
�
八
十
︒

娘
を
典
し
て
貸
し
た
父
親
は
�
六
十
︒
女
性
は
罰
し
な
い
︒
も
し
妻
や
妾
を
姉
妹
だ
と
僞
っ
て
人
の
嫁
と
し
た
場
合
は
�
一
百
︑
妻
妾
は
�
八

十
︒
知
っ
て
い
て
娶
っ
た
者
も
同
罪
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
典
だ
け
で
賣
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
妻
妾
が
夫
の
�
に
背
い

て
§
げ
る(54

)
な
ど
の
理
由
な
く
し
て
夫
や
父
親
が
妻
妾
や
娘
を
賣
る
こ
と
は
以
上
の
法
の
�
h
か
ら
い
っ
て
も
�
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
な
お
︑
妾
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
原
則
と
し
て
妻
に
嗣
子
が
生
ま
れ
な
い
場
合
や
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
に
妻
の
承
�
を
得
て
妾

を
c
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
北
京
を
含
め
て
外
地
に
赴
任
し
た
官
僚
は
兩
親
の
世
話
や
家
を
管
理
す
る
た
め
に
故
�
に

妻
を
殘
し
︑
赴
任
地
に
妻
の
承
�
の
下
で
妾
を
置
き
︑
職
を
辭
し
て
故
�
に
歸
る
と
き
は
多
く
妾
を
同
行
し
た
︒
客
商
と
し
て
長
¡
に
外
地
に
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滯
在
す
る
商
人
も
妾
を
居
�
地
に
置
く
例
が
少
な
く
な
い
︒
歸
�
す
る
場
合
に
同
行
す
る
か
ど
う
か
は
契
A
2
第
で
あ
っ
た
が
︑
連
れ
て
歸
る

と
き
に
は
4
に
金
錢
を
加
え
て
荏
拂
う
例
も
見
ら
れ
る(55

)
︒
ま
た
妻
の
子
も
妾
の
子
も
男
子
で
あ
れ
ば
家
產
は
均
等
に
分
割
さ
れ
た
が(56

)
︑
夫
の
死

後
妻
が
夫
の
家
の
家
產
を
處
分
す
る
際
に
は
成
人
し
た
息
子
が
い
て
も
妻
す
な
わ
ち
母
親
の
承
�
を
必
�
と
し
た
の
に
對
し
︑
妾
に
は
家
產
に

對
す
る
權
利
は
な
く
︑
再
嫁
す
る
か
生
活
費
を
#
け
取
れ
る
か
ど
う
か
も
夫
の
息
子
の
考
え
に
任
さ
れ
て
い
た
︒
女

(む
す
め
)
と
す
る
目
�

は
︑
將
來
息
子
の
嫁
と
す
る
か
︑
/
州
の
義
男
の
よ
う
に
婢
を
含
め
て
D
用
人
と
す
る
か
︑
そ
し
て
一
定
の
年
齡
ま
で
育
て
て
嫁
で
あ
れ
娼
で

あ
れ
轉
賣
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
︒
な
お
︑
養
女
も
含
め
て
彼
女
等
は
戶
籍
上
は
良
民
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
婢
と
娼
は
賤
民
と
さ

れ
た
︒
そ
の
た
め
女
性
自
身
も
婢
や
娼
に
さ
れ
る
こ
と
を
忌
³
し
た
︒
�
料
上
で
D
女
と
書
か
れ
て
い
る
者
が
婢
す
な
わ
ち
賤
民
と
さ
れ
た
の

か
︑
良
民
で
あ
る
傭
工
で
あ
っ
た
の
か
は
不
�
で
あ
る
︒
誘
Ã
し
て
賣
却
す
る
場
合
の
金
額
に
つ
い
て
李
淸
瑞
氏
は
︑
三
百
五
十
�
か
ら
三
十

千
�
ま
で
の
數
字
を
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が(57

)
︑
時
¡
や
狀
況
に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
︒
筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
妻
で
あ
ろ
う
と
婢
で
あ
ろ
う
と
數

千
�
か
ら
七
千
�
�
度
が
多
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
嫁

(妻
)
や
妾
や
養
女
と
す
る
場
合
も
竝
列
し
て
記
し
た
の
は
︑﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
¦
)
﹄︿
命
案
﹀
N
o
.2
1
0
7︑︿


女
﹀
N
o
.7
0
9
7
の
よ
う
な
名
目
は
嫁

(妻
)
や
妾
や
養
女
で
あ
る
が
實
際
は
婢
や
娼
と
し
て
賣
る
事
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
巴

縣
の
場
合
︑
再
嫁
で
あ
ろ
う
と
妾
︑
婢
で
あ
ろ
う
と
娼
で
あ
ろ
う
と
︑
妻
や
妾
や
娘
や
父
親
を
失
っ
た
姪
を
家
が
貧
し
い
と
し
て
賣
る
例
は
數

多
い(

58
)

︒
ま
た
幼
女
を
將
來
息
子
の
嫁
と
す
る
に
せ
よ
︑
妾
と
す
る
に
せ
よ
︑
養
女
に
す
る
に
せ
よ
︑
買
っ
た
者
の
家
が
貧
し
く
な
り
生
活
が
た

ち
い
か
な
く
な
っ
た
た
め
や
む
を
得
ず
賣
っ
た
と
彼
等
は
辯
�
し
て
い
る
が
︑
も
と
も
と
轉
賣
す
る
つ
も
り
で
買
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
例
も
少

な
く
な
い
︒
例
え
ば
﹁
)
光
二
十
七

(一
八
四
七
)
年
二
*
二
十
三
日
張
三
德
供
狀
﹂
で
は
︑
張
三
德
は
2
の
よ
う
に
供
営
し
て
い
る
︒﹁
金
弟

は
私
の
妹
で
す
︒
私
の
父
が
<
く
な
り
母
は
再
婚
す
る
こ
と
と
な
り
︑
)
光
二
十
五
年
に
張
老
三
が
仲
介
人
と
な
っ
て
私
の
妹
金
弟
を
孫
益
千

の
息
子

(に
越
婚
さ
せ
て
)
嫁
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
ま
だ
幼
い
の
で
夫

に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
去
年
十
二
*
張
老
三
は
孫
益
千

と
ぐ
る
に
な
っ
て
妹
を
東
水
門
開
囦
子
の
陳
姓
に
賣
り
︑
歌
を
b
わ
せ
て
娼
と
し
︑
銀
四
十
两
を
#
け
取
り
ま
し
た
︒
後
に
な
っ
て
私
は
知
り
︑

― 222 ―

608



母
の
兄
弟
楊
登
科
た
ち
に
報
じ
役
R
に
訴
え
出
た
2
第
で
す(59

)
︒﹂
と
あ
り
︑
供
営
の
內
容
か
ら
張
老
三
と
孫
益
千
は
�
初
か
ら
娼
に
す
る
つ
も

り
で
越
婚
と
い
う
名
目
で
幼
女
を
入
手
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
れ
ら
女
性
賣
買
に
關
す
る
訴
訟
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
︒
例
え
ば
︑
巴
縣

の
﹁
同
治
元
年
以
女
嫁
�
他
爲
妻
他
不
務
正
業
因
h
女
爲
娼
妓
�
﹂
の
案
件
で
は
︑
莫
馮
氏
の
娘
の
夫
が
生
業
に
就
か
ず
︑
娘
に
耐
え
難
い
暴

力
を
ふ
る
っ
た
う
え
︑
娘
を
娼
妓
と
し
て
賣
っ
た
︒
娘
は
§
げ
出
し
て
生
家
に
歸
っ
た
が
︑
夫
が
來
て
娘
に
家
に
歸
る
よ
う
i
り
暴
力
を
ふ

る
っ
た
の
で
︑
娘
は
寺
に
§
げ
u
み
髮
を
切
っ
た
︒
そ
の
こ
と
を
知
り
母
親
が
娘
婿
を
訴
え
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(60

)
︒
結
果
は
離
婚
が
�
め

ら
れ
︑
莫
馮
氏
は
娘
を
取
り
k
し
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
巴
縣
に
は
﹁
乾
隆
三
十
九
年
八
*
仁
里
二
甲
王
仲
½
縱
妻
賣
娼
案(61

)
﹂
な
ど
娼
妓
へ
の

身
賣
り
に
關
す
る
案
件
は
數
多
い
︒
な
お
︑
夫
と
そ
の
一
族
を
訴
え
る
場
合
は
妻
自
身
で
は
な
く
實
家
の
父
母
が
原
吿
と
な
っ
て
い
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒

(二
)


女
賣
買
の
�
法
性
と
組
織
�
賣
買

以
上
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
倫
理
や
法
に
反
す
る
と
は
い
え
︑
巴
縣
の
訴
訟
�
書
や
契
A
�
書
を
見
る
限
り
で
は
︑
少
な
く
と
も
巴
縣
に
お
い

て
家
の
年
�
者
以
外
の
女
を
賣
る
こ
と
は
當
然
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
︑
大
目
に
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
家

族
や
親
族
が
P
體
と
な
っ
て
賣
る
場
合
で
あ
っ
て
︑
誘
Ã
し
て
賣
る
こ
と
は
�
法
と
さ
れ
嚴
重
に
取
り
閲
ま
ら
れ
て
い
た
︒
李
淸
瑞
氏
の
著
作

は
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
氏
は
﹃
大
�
律
﹄
で
は
︑
策
略
を
¾
ら
せ
て
人
を
略
奪
し
賣
却
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
︑

淸
代
順
治
三

(一
六
四
六
)
年
に
﹁
良
民
を
誘
Ã
し
人
に
與
え
た
者
︑
良
民
を
略
賣
し
て
奴
婢
に
し
た
者
は
皆
�
一
百
︑
液
三
千
里
と
す
る
︒

妻
妾
子
孫
と
し
た
者
は
�
一
百
︑
徒
三
年
︒﹂
と
い
う
條
�
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
大
淸
律
例
﹄﹁
𠛬
律
・
¿
盜
律
﹂﹁
略
人
略

賣
人
律
﹂
の
條
�
の
增
修
條
例
は
多
く
四
川
と
貴
州
一
帶
に
對
し
て
制
定
さ
れ
た
法
規
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
誘
Ã
が
暴
力

に
よ
ら
ず
﹁
和
同
相
誘
﹂
す
な
わ
ち
賣
ら
れ
た
者
の
同
�
の
う
え
で
奴
婢
と
し
た
場
合
は
︑
誘
Ã
し
た
者
の
𠛬
は
暴
力
に
よ
る
場
合
と
同
樣
で
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あ
る
が
︑
妻
妾
子
孫
と
し
た
者
は
�
九
十
︑
徒
二
年
.
と
さ
れ
︑
賣
ら
れ
た
者
が
十
歲
以
下
の
場
合
は
多
少
輕
減
さ
れ
る
ほ
か
︑
狀
況
に
よ
っ

て
𠛬
罰
の
輕
減
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る(62

)
︒
ま
た
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
を
見
る
と
組
織
�
に
�
入
し
て
賣
る
こ
と
に
對
し
て
も
嚴
し
く
對
應
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
に
は
乾
隆
年
閒
︑
誘
Ã
や
人
身
賣
買
に
際
し
て
外
來
の
者
が
本
地
の
地
痞
無
賴
す
な
わ
ち
ご
ろ
つ
き
と

結
成
し
た
﹁
嘓
嚕
﹂
と
稱
さ
れ
る
存
在
が
目
に
つ
く(63

)
︒
組
織
�
に
�
入
し
て
賣
る
こ
と
に
對
し
て
嚴
し
く
對
應
し
て
い
た
こ
と
の
背
景
に
は
︑

こ
れ
ら
﹁
嘓
嚕
﹂
の
猖
獗
を
取
り
閲
ま
る
こ
と
が
q
務
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
︑
例
を
擧
げ
て
み
て
み
た
い
︒

例
え
ば
︑﹁
劉
世
洪
出
賣
侄
女
�
A
﹂
中
に
は
﹁
も
し
こ
の
女
に
素
性
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
︑
幼
兒
の
と
き
に
誘
Ã
さ
れ
て
結
婚
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
︑
あ
ち
こ
ち
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
物
を
盜
ん
で
ひ
そ
か
に
§
げ
た
こ
と
な
ど
が
あ
れ
ば
︑
劉
世
洪
と
妻
と
媒
?
人
と
證
人
と

中
人
が
と
も
に
極
力
事
に
當
た
り
︑
林
姓

(=

買
い
手
)
と
は
か
か
わ
ら
な
い(64

)
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
�
羅
氏
P
婚
字
A
﹂
中
に
は
﹁
も
し
素
性

が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
︑
幼
兒
の
と
き
の
結
婚
︑
い
る
べ
き
R
か
ら
の
§
<
や
誘
Ã
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
�
羅
氏
が
媒
?
人
と
と

も
に
身
を
�
し
て
事
に
當
た
り
︑
責
任
§
れ
を
し
な
い(65

)
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
契
A
書
か
ら
誘
Ã
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
幼
兒
を
結
婚
目
�

で
賣
る
こ
と
や
轉
賣
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
﹁
)
光
十
二

(一
八
三
二
)
年
七
*
二
十
六
日
胡
在
應
吿
狀
﹂
に
﹁
私
の
姉

の
夫
曹
應
萬
に
は
一
女
曹
閏
姑
が
お
り
ま
す
︒
)
光
七
年
媒
?
人
に
よ
っ
て
賴
�
洪
の
子
賴
三
と
越
婚
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
︑
越
養
媳
と
し
て

相
手
方
の
家
に
入
り
ま
し
た
︒
今
は
已
に
夫

と
な
っ
て
二
年
た
ち
き
ち
ん
と
し
て
お
り
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
ず
今
年
の
二
*
姉
の
夫

が
物
故
し
︑
姉
は
再
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
突
然
今
年
の
六
*
二
十
九
日
に
は
か
ら
ず
も
︑
賴
�
洪
は
閏
姑
の
父
が
<
く
な
り
母
が
再

婚
し

(父
方
の
)
伯
父
や
叔
父
な
ど
�
親
者
が
い
な
い
こ
と
に
乘
じ
て
︑
閏
姑
を
賣
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
突
然
今
*
二
十
二
日
に
閏
姑
が
私

の
家
に
§
げ
u
ん
で
き
て
泣
い
て
事
�
を
訴
え
ま
す
に
︑
張
老
四
と
田
老
六
を
媒
介
人
と
し
て
︐
閏
姑
を
吳
方
吉
に
妾
と
し
て
賣
る
こ
と
に

な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
︒
(
吳
と
)
結
婚
す
る
ま
で
に
も
う
一
カ
*
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
方
吉
は

(
私
に
)
河
を
下
っ
て
豐
都
に
連
れ
て
く
る
よ
う

に
と
�
求
し
て
い
ま
す
︒
方
吉
は
今
五
十
餘
歲
で
あ
り
︐
閏
姑
は
や
っ
と
十
六
歲
で
す(66

)
︒﹂
と
あ
り
︑
幼
兒
婚
は
p
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と

�
識
し
て
い
た
と
は
い
え
︑
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
越
婚
︑
幼
�
︑
越
養
媳(67

)
の
例
は
/
州
な
ど
他
の
地
域
に
も
多
く
み
ら
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れ
︑
小
說
な
ど
に
も
悲
劇
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
但
し
︑
そ
の
多
く
は
幼
兒
の
と
き
に
貰
わ
れ
る
場
合
が
多
く
︑
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
も
ら
わ

れ
︑
義
母
の
Ä
で
將
來
の
夫
と
と
も
に
育
て
ら
れ
る
と
い
う
例
は
︑
管
見
の
限
り
﹁
越
養
媳
の
悲
劇
﹂
を
描
い
た
小
說
な
ど
で
は
多
く
な
い
︒

し
か
し
︑
む
し
ろ
嬰
兒
の
う
ち
に
も
ら
う
と
い
う
方
が
越
養
媳
の
本
來
の
1
か
も
し
れ
な
い
︒
息
子
の
嫁
を
嬰
兒
の
と
き
に
も
ら
い
或
い
は
買

い
︑
姑
の
Ä
で
育
て
︑
將
來
の
夫
と
姉
弟
も
し
く
は
兄
妹
の
よ
う
に
育
て
た
な
ら
ば
︑
越
養
媳
と
同
樣
息
子
の
妻
を
廉
價
で
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ

ト
の
ほ
か
に
︑
息
子
と
嫁
の
年
齡
差
が
少
な
く
︑
幼
い
と
き
か
ら
姉
弟
も
し
く
は
兄
妹
の
よ
う
に
育
ち
︑
相
性
が
惡
く
な
け
れ
ば
︑
仲
よ
い
夫


と
な
る
可
能
性
も
あ
る
︒
姑
も
自
分
の
Ä
で
育
て
た
嫁
で
あ
る
か
ら
︑
嫁
と
姑
の
確
執
も
x
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
嫁

(妻
)
と
り
に
せ
よ
︑
妾
を
c
え
る
に
せ
よ
︑
養
女
と
す
る
に
せ
よ
︑
婢
な
ど
の
D
用
人
に
す
る
に
せ
よ
︑
必
ず
媒
?
な
い

し
媒
介
す
る
者
が
い
る
︒
こ
れ
ら
の
人
々
は
多
く
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
金
錢
を
得
︑
商
賣
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
額
は
例
え
ば
︑

﹁
乾
隆
五
十
三

(一
七
八
八
)
年
三
*
十
一
日
雷
波
撫
夷
府
移
巴
縣
關
�
﹂
で
は
︑
十
二
千
�
で
賣
り
︑
仲
介
者
の
蘇
氏
は
そ
の
う
ち
五
千
�
を

得
て
い
る(68

)
︒

賣
る
者
が
夫
や
親
お
よ
び
關
係
親
族
で
あ
っ
て
も
人
身
賣
買
は
�
法
と
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
︑
訴
訟
�
書
や
契
A
�
書
を
見
る
限
り
︑
現

實
に
は
夫
や
親
お
よ
び
關
係
親
族
に
よ
る
個
人
の
行
爲
で
あ
る
限
り
Æ
默
裡
に
�
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
と
く
に
人
身
賣
買

が
日
常
�
か
つ
組
織
�
に
行
わ
れ
て
い
た
巴
縣
で
は
良
民
の
女
性
を
賤
民
で
あ
る
奴
婢
や
娼
と
す
る
こ
と
や
賣
春
に
つ
い
て
は
嚴
し
い
取
り
閲

ま
り
が
行
わ
れ
た
︒
そ
う
し
た
行
爲
を
取
り
閲
ま
っ
た
案
件
と
し
て
以
下
三
件
を
示
す
︒

｢乾
隆
四
十
八

(一
七
八
三
)
年
三
*
初
二
日
巴
縣
申
﹂
に
は
︑﹁
報
吿
し
て
事
を
�
ら
か
に
し
ま
す
︒
乾
隆
四
十
八
年
三
*
初
一
日

(缺
)

何
其
連
等
が
女
子
を
江
北
の
蠻
營
に
賣
っ
て
娼
と
し
よ
う
と
し
ま
し
た
︒
何
其
連
等
は
銀
二
錠
を

(
差
役
に
)
わ
た
し
︑
(差
)
役
に
稟
を
提
出

し
な
い
よ
う
賴
み
ま
し
た
︒
隱
し
た
り
Ç
ば
し
た
り
せ
ず
縣
衙
に
連
れ
て
き
て
稟
し
て
取
り
M
べ
を
し
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん(69

)
︒﹂
と

あ
る
が
︑
そ
の
後
に
各
人
の
供
営
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
牟
永
洪
は

(
四
川
)
綦
江
縣
の
人
で
あ
り
︑
楊
靑
秀
の
家
の
馬
小
女

一
人
を
買
っ
た
︒
牟
安
�
は
貴
州
仁
懷
縣
の
人
で
あ
り
︑
楊
靑
秀
に
會
い
︑
楊
が
買
っ
た
來
福
等
四
人
を
江
北
に
連
れ
て
い
く
よ
う
に
言
わ
れ
︑
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二
*
二
十
日
に
楊
靑
秀
の
家
に
�
っ
た
︒
袁
其
用
も
貴
州
仁
懷
縣
の
人
で
あ
り
︑
苗
女
と
張
女
の
二
人
を
江
北
に
�
り
︑
苗
女
を
江
北
の
中
街

の
楊
老
四
に
賣
り
十
九
兩
を
得
た
︒
張
女
は
楊
老
四
の
家
に
寄
宿
さ
せ
彼
に
賣
る
こ
と
を
託
し
た
︒
何
其
連
も
貴
州
仁
懷
縣
の
人
で
あ
り
︑
二

*
に
楊
靑
秀
に
會
い
︑
何
其
連
が
買
っ
た
楊
姑
︑
王
姑
︑
 
姑
の
三
人
を
江
北
の
蠻
營
に
連
れ
て
い
く
よ
う
楊
靑
秀
に
言
わ
れ
︑
楊
姑
と
王
姑

を
營
の
馬
老
三
の
家
に
賣
り
︑
銀
七
十
二
兩
を
得
た
︒
 
姑
は
楊
靑
秀
が
賣
っ
た
︒
牟
志
賢
も
貴
州
仁
懷
縣
の
人
で
あ
り
︑
綦
江
縣
で
楊
靑
秀

に
會
い
︑
牟
志
賀
が
買
っ
た
陳
酉
女
と
李
三
女
を
江
北
に
連
れ
て
行
き
李
三
女
を
馬
老
么
に
賣
り
︑
三
十
兩
を
得
た
︒
陳
酉
女
は
馬
老
么
の
家

に
寄
宿
さ
せ
て
い
る
︑
と
あ
る
︒
こ
の
件
に
つ
い
て
は
︑
楊
靑
秀
ら
を
捕
え
る
こ
と
︑
馬
小
女
等
十
四
名
を
召
喚
し
M
べ
る
よ
う
批
が
影
っ
て

い
る(

70
)

︒
こ
の
事
件
か
ら
組
織
�
に
人
身
賣
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

｢嘉
慶
元

(一
七
九
六
)
年
二
*
初
四
日
¾
河
)
府
差
役
郭
恆
稟
﹂
に
は
︑﹁
報
吿
し
て
事
を
�
ら
か
に
し
ま
す
︒
�
況
に
つ
い
て
は

(以
下

の
如
く
で
す
)
︑
今
*
三
日
¦
を
奉
じ
て
¾
察
し
て
お
り
ま
し
た
が
︑
正
午
�
く
に
東
水
廂
の
河
邊
に
至
り
ま
し
た
と
こ
ろ
︐
□
É
一
隻
が
目
に

入
り
ま
し
た
︒
中
に
は
幼
女
三
人
が
乘
っ
て
い
ま
し
た
︒
0
に
行
っ
て
�
問
し
た
と
こ
ろ
︑
い
つ
も
販
賣
を
行
っ
て
い
る
張
姓
一
行
二
人
が
い

て
︑
い
つ
も
販
賣
を
行
な
っ
て
い
る
袁
姓
︑
曾
姓
︑
吳
姓
等
を
載
せ
て
江
西
へ
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
な
ど
申
し
ま
し
た
︒
彼
等
は
事
が
露
見
し

た
と
み
て
︑
我
々
差
役
等
に
銀
三
两
を
わ
た
し
︑
報
吿
し
究
�
す
る
こ
と
を
免
れ
る
よ
う
賴
ん
で
き
ま
し
た
︒
し
か
し
私
ど
も
は
隱
し
た
り
Ç

ば
し
た
り
せ
ず
︑
當
然
の
こ
と
な
が
ら
張
姓
二
人
と
幼
女
三
人
︑
袁
姓
︑
曾
姓
︑
吳
姓
な
ら
び
に
紅
岩
坊
の
Ê
賣
の
朱
奇
を
す
べ
て
縣
衙
に
連

れ
て
行
き
ま
す
︒
(彼
等
が
よ
こ
し
た
)
銀
と
も
ど
も
£
め
ご
報
吿
し
ま
す(71

)
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
も
0
記
の
�
料
と
同
樣
︑
賣
り
買
い
す
る
幼
女

を
É
で
Ë
ん
で
い
る
例
で
あ
る
︒

｢
)
光
二
十

(一
八
四
〇
)
年
十
*
初
三
日
廖
端
等
供
狀
﹂
に
は
︑
廖
端
が
妻
に
賣
春
を
さ
せ
た
案
件
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち

若
い
頃
巴
縣
に
來
て
小
¢
を
賣
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
廖
端
は
商
賣
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
他
に
方
法
が
な
い
た
め
︑
妻
廖
鄒
氏
を
李
楊

氏
の
家
に
行
か
せ
て
は
賣
春
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
每
*
千
三
百
�
を
廖
端
が
#
け
取
る
こ
と
で
話
し
が
つ
き
︑
承
�
し
た
字
據
を
作
成
し
︑

李
楊
氏
が
#
け
取
っ
た
︒
今
年
九
*
二
十
九
日
に
李
楊
氏
の
家
に
行
き
錢
を
�
求
し
た
が
︑
李
楊
氏
は
肯
ん
ぜ
ず
︑
お
互
い
に
の
の
し
り
あ
っ
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た
が
︑
王
老
三
等
が
棍
棒
を
も
っ
て
き
て
爭
う
か
ま
え
で
あ
っ
た
の
で
廖
端
は
事
�
を
捏
�
し
て
訴
え
出
た
︒
し
か
し
︑
審
�
を
こ
う
む
り
︑

事
�
を
捏
�
し
て
訴
え
出
た
こ
と
︑
ま
た
妻
に
賣
春
を
さ
せ
た
こ
と
は
責
め
ら
れ
=
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
妻
を
連
れ
歸
る(72

)
︑
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒
他
方
被
吿
李
楊
氏
は
︑﹁
私
の
夫
は
早
く
に
<
く
な
り
︑
重
慶
の
太
�
門
の
外
に
�
ん
で
い
る
︒
そ
こ
に
廖
端
が
妻
の
廖
鄒
氏

を
連
れ
て
き
て
賣
娼
さ
せ
た
い
と
言
っ
た
︒
金
錢
や
契
A
に
つ
い
て
は
廖
端
の
言
う
こ
と
と
同
樣
で
あ
る
︒
但
し
︑
廖
端
は
每
*
千
三
百
�
だ

け
で
な
く
︑
屢
々
錢
�
を
�
求
し
た
が
果
た
せ
ず
︑
今
年
九
*
二
十
九
日
に
ま
た
來
て
錢
を
�
求
し
騷
ぎ
に
な
っ
た
︒﹂
と
営
べ
て
い
る(73

)
︒
こ

の
案
件
は
0
の
二
件
に
比
べ
て
小
さ
な
事
件
で
あ
る
︒
被
吿
李
楊
氏
は
靑
樓
を
經
營
し
て
い
る
と
思
わ
れ
︑
王
老
三
等
は
そ
の
店
の
男
衆
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
場
合
は
娼
と
し
て
賣
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
�
み
こ
み
で
賣
春
さ
せ
每
*
金
を
#
け
取
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
こ
の

件
に
つ
い
て
は
︑
妻
を
娼
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
家
に
連
れ
歸
る
よ
う
に
と
い
う
諭
が
影
っ
て
い
る
︒
ま
た
李
楊
氏
も
廖
鄒
氏
を
留
め
て
賣
娼
さ

せ
る
べ
き
で
は
な
く
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
︑
k
す
と
営
べ
て
い
る
︒
但
し
︑
こ
の
案
件
は
喧
嘩
に
な
っ
た
た
め
訴
え
出
た
の
で
あ

り
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
訴
訟
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
少
な
く
と
も
知
縣
と
し
て
は
︑
夫
が
妻
を
賣
っ
た
り
賣
春
さ
せ
る
こ
と
を
�

め
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
紙
幅
の
關
係
か
ら
必
ず
し
も
十
分
な
事
例
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
ま
た
各
事
例
を
十
分
に
分
析
し
た
と
は
言
い
難
い
と
は
い
え
︑

訴
訟
關
係
�
書
を
�
し
て
︑
淸
代
中
國
に
お
い
て
女
性
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
訴
訟
を
	
こ
す
か
︑
さ
ら
に
は
彼
女
ら
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に

置
か
れ
︑
ど
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
か
︑
い
く
つ
か
の
事
例
を
提
示
し
考
え
て
み
た
︒

宗
族
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
族
員
閒
で
解
決
で
き
た
問
題
は
訴
訟
�
書
に
は
現
れ
な
い
︒
そ
れ
は
民
閒
の
�
書
と
し
て
誓
A
書
な
ど
の
形
で
殘

さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
宗
族
關
係
が
强
固
な
/
州
で
も
族
員
閒
に
お
け
る
紛
爭
�
結
の
結
果
作
成
さ
れ
た
誓
A
書
で
殘
さ
れ
て
い
る
も
の
は
多
く

は
な
い
︒
む
し
ろ
承
繼
や
家
產
に
關
す
る
場
合
︑
�
代
以
影
宗
族
が
强
い
力
を
も
ち
︑
本
�
中
で
も
営
べ
た
よ
う
に
︑
そ
の
こ
と
が
比
�
�
�
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い
族
員
閒
の
紛
爭
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
︒
奄
言
す
る
な
ら
ば
︑
宗
族
關
係
は
紛
爭
の
解
決
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
よ
り
は
︑
む

し
ろ
紛
爭
の
火
種
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
︒
家
族
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
夫
が
妻
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
妻
を
賣
る
な
ど
の
行
爲
を
行
っ
た

場
合
︑
夫
と
そ
の
血
緣
者
は
必
ず
し
も
自
己
を
守
っ
て
く
れ
る
存
在
た
り
得
な
い
︒
實
家
の
親
と
く
に
父
親
は
︑
娘
が
賣
却
先
か
ら
§
げ
て
き

た
場
合
は
娘
を
賣
っ
た
當
事
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
賣
却
先
に
娘
を
�
り
k
す
こ
と
も
珍
し
く
な
い
︒
但
し
︑
實
家
の
母
親
と
兄
弟
は
娘
な
い

し
姉
妹
の
救
助
者
と
し
て
行
動
し
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒

彼
女
等
の
訴
訟
は
︑
深
刻
な
重
大
事
件
か
ら
よ
く
あ
る
よ
う
な
夫

喧
嘩
ま
で
幅
廣
い
︒
訴
訟
を
	
こ
す
に
は
金
を
必
�
と
し
た
が
︑
貧
し

い
寡

の
よ
う
な
者
も
訴
訟
を
	
こ
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
訴
訟
相
手
か
ら
金
を
得
ら
れ
る
と
い
う
見
�
し
を
當
時
た
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
︑

そ
の
見
�
し
に
よ
っ
て
金
を
貸
す
者
が
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
法
律
上
は
女
性
の
訴
訟
が
制
限
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
が
︑

實
際
に
は
彼
女
等

(そ
の
ほ
と
ん
ど
は
寡

で
あ
る
が
)
は
頻
繁
に
役
R
に
訴
え
出
て
お
り
︑
か
な
り
の
數
の
訴
訟
が
#
理
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

2
に
︑
巴
縣
と
/
州
府
あ
る
い
は
太
湖
廳
に
は
共
�
す
る
例
が
多
い
と
は
い
え
︑
案
件
に
よ
っ
て
は
�
い
が
目
立
つ
︒
女
性
を
誘
Ã
し
賣
る

と
い
う
行
爲
は
巴
縣
と
順
天
府
︑
と
り
わ
け
巴
縣
に
著
し
い
︒
/
州
に
せ
よ
山
西
に
せ
よ
︑
商
業
に
從
事
す
る
家
の
家
庭
內
で
の
女
性
の
力
は

か
な
り
强
い
︒
/
州
や
山
西
の
商
人
が
P
に
外
地
に
出
て
活
動
し
て
い
る
の
に
對
し
︑
巴
縣
は
出
て
い
く
と
同
時
に
む
し
ろ
外
地
か
ら
人
が

入
っ
て
く
る
都
市
で
も
あ
る
︒
巴
縣
に
お
け
る
女
性
賣
買
は
組
織
�
で
あ
り
︑
そ
の
組
織
に
は
貴
州
な
ど
多
く
外
地
の
者
が
關
與
し
て
い
る
こ

と
も
こ
の
こ
と
に
關
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

今
日
の
中
國
で
は
誘
Ã
し
た
幼
兒
を
子
を
欲
す
る
者
に
賣
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
國
營
企
業
の
解
體
や
農
村
の
變
容
に

よ
っ
て
老
後
の
生
活
が
保
障
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
經
濟
の
發
展
は
諸
物
價
の
上
昇
を
招
き
︑
多
少
の
蓄
積
で
は
老
後
の
保
障
足
り

得
な
い
︒
そ
の
た
め
人
々
と
く
に
貧
し
い
人
々
に
と
っ
て
老
後
の
生
活
保
障
の
た
め
に
子
を
欲
す
る
︒
當
然
の
こ
と
な
が
ら
今
日
と
淸
代
に
お

け
る
誘
Ã
と
人
身
賣
買
の
理
由
や
社
會
背
景
は
衣
な
る
︒
し
か
し
︑
人
を
誘
Ã
し
賣
買
す
る
と
い
う
行
爲
が
日
常
�
で
あ
っ
た
淸
代
巴
縣
の
狀
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況
を
み
る
と
き
︑
誘
Ã
と
人
身
賣
買
が
﹁
問
題
解
決
﹂
の
方
法
と
し
て
容
易
に
V
擇
さ
れ
る
�
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

�
(1
)

四
川
大
學
歷
T
系
・
四
川
省
檔
案
館
P
U
﹃
淸
代
乾
嘉
)
巴
縣
檔

案
V
U

(下
册
)﹄
四
川
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
︑
九
二
頁
︒

(2
)

董
壽
�
・
李
豫
P
U
﹃
淸
季
洪
洞
董
氏
日
記
六
種
﹄
(北
京
圖
書

館
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
)
中
の
﹁
佩
藝
日
記
﹂
の
著
者
馮
婉
林

(一
八
四
八−

一
九
一
五
年
)
は
山
西
省
代
州
の
人
で
董
�
燦
の
繼

妻
で
あ
る
︒
男
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
記
の
ほ
と
ん
ど
の
記
営
は

天
候
と
自
然
災
�
︑
農
作
物
の
收
穫
狀
況
の
ほ
か
︑
多
く
は
讀
ん
だ

書
物
の
內
容
と
そ
れ
ら
に
對
す
る
感
想
や
�
見
︑
來
訪
し
て
き
た
り

6
に
訪
問
し
た
友
人
や
知
人
と
�
わ
し
た
話
の
內
容
で
あ
る
が
︑

﹁
佩
藝
日
記
﹂
も
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
る
︒
(本
�
料
は
夫
馬
X
氏
に
敎
示

さ
れ
た
︒
)

(3
)

例
え
ば
光
緖
二
十
四

(一
八
九
八
)
年
に
︑
山
西
省
ß
縣
の
商
人

武
氏
の
家
に
殘
っ
て
い
る
妻
王
氏
が
︑
商
業
に
從
事
す
る
た
め
ド
ロ

ン
ノ
ー
ル
に
赴
い
て
い
る
夫
と
は
別
に
江
蘇
に
赴
い
て
い
る
息
子
維

賢
に
宛
て
た
書
鯵
が
あ
る
︒
こ
れ
は
私
信
で
あ
る
が
當
時
の
商
人
の

妻
の
�
/
水
準
と
生
活
を
知
る
手
懸
り
と
な
る
︒
そ
の
內
容
は
︑
家

庭
の
こ
と
か
商
賣
に
關
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
�
金
M
°
狀
況
や
市
場

動
向
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
︒
ほ
か
に
數
�
の
一
家
の
書
鯵
が
あ
る

が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
書
鯵
か
ら
讀
み
取
れ
る
こ
と
は
︑
商

賣
の
た
め
外
地
に
出
て
い
る
夫
は
妻
を
共
同
經
營
者
に
し
て
故
�
の

�
報
發
信
者
と
し
て
�
い
︑
家
に
殘
っ
た
妻
は
夫
や
息
子
に
對
し
て

ハ
ブ
機
能
を
果
す
と
同
時
に
家
の
Ë
營
や
事
業
經
營
の
共
同
責
任
者

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
(本
�
料
は
筆
者
が
山
西
省
太
原
に
て

入
手
し
た
も
の
で
あ
る
︒
)

(4
)

訴
訟
裁
�
を
�
し
て
女
性
に
つ
い
て
硏
究
し
た
論
著
に
は
︑
賴
惠

敏
﹁
�
欲
與
�
罰
：
淸
0
¡
犯
奸
案
件
�
歷
T
解
讀

(一
六
四
四−

一
七
九
五
)
﹂
(﹃
�
代
中
國

女
T
硏
究
﹄
一
九
九
八
年
第
六
¡
)︑

同
﹁

女
︑
家
庭
與
社
會
：
雍
乾
時
¡
Ã
§
案
�
分
析
﹂
(﹃
�
代
中

國

女
T
硏
究
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
八
¡
)︑
阿
風
﹃
�
淸
時
代

女

�
地
位
與
權
利
︱
︱
以
�
淸
契
A
�
書
︑
許
訟
檔
案
爲
中
心
﹄
社

會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
五
味
知
子
﹁
﹃
貞
H
﹄
が
問

わ
れ
る
と
き
︱
︱
『
問
心
一
隅
﹄
に
見
る
知
縣
の
裁
�
を
中
心
に

︱
︱
﹂
(﹃
中
國
女
性
T
硏
究
﹄
二
︑
二
〇
〇
八
年
)︑﹁
﹃
誣
姦
﹄
の

�
味
す
る
も
の
︱
︱
�
淸
時
代
の
�
牘
・
官
箴
書
の
記
営
か
ら
﹂

(﹃
東
洋
T
硏
究
﹄
七
〇−

四
︑
二
〇
一
二
年
)︑
李
淸
瑞
﹃
乾
隆
年

閒
四
川
Ã
賣

人
案
件
�
社
會
分
析
︱
︱
以
巴
縣
檔
案
爲
中
心
�

硏
究

(一
七
五
二−

一
七
九
五
)﹄
山
西
出
版
集
團

山
西
敎
育
出

版
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
な
ど
が
あ
る
︒
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(5
)

例
え
ば
﹁
法
律
詞
訟
﹂﹁
順
天
府
寶
坻
縣
等
關
于
審
理
民
人
�
訴

Ã
_

女
︑
販
賣
人
口
方
面
�
案
件

(之
一
)
28
-
3
-
174
-
004
﹁
嘉

慶
十
六
年
十
二
*
李
伸
�
狀
﹂
の
末
尾
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
條
例
︒

(6
)

｢紳
衿
7

女
老
疾
︑
無
;
吿
者
︑
不
准
︒﹂

(7
)

｢
吿
婚
姻
︑
無
媒
?
婚
書
者
︑
不
准
︒﹂

(8
)

｢
吿
姦
�
︑
無
確
據
者
︑
不
准
︒﹂

(9
)

｢非
姦
�
7
命
盜
重
案
︑
牽
連

女
︑
不
准
︒﹂

(10
)

｢紳
衿
︑

女
︑
老
幼
︑
殘
疾
︑
無
親
屬
作
;
吿
者
︑
不
准
︒﹂

﹃
江
蘇
省
太
湖
廳
檔
案
﹄﹁
同
治
八
年
二
*
周
晉
卿
�
�
龔
正
林
短
給

修
金
扣
留
行
李
等
�
一
案
﹂
な
ど
同
治
年
閒
の
﹃
江
蘇
省
太
湖
廳
檔

案
﹄
の
﹁
狀
式
條
例
﹂
は
同
�
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒

(11
)

｢仕
宦
︑
舉
貢
︑
生
監
7
年
逾
七
旬
之
人
或

女
︑
出
名
具
詞
︑

無
;
吿
者
︑
或
不
應
用
;
而
混
用
;
吿
者
︑
不
准
︒﹂

(12
)

｢光
緖
二
十
年
績
溪
武
生
倪
廣
X
喊
�
陳
德
福
等
案
﹂
(中
國
社
會

科
學
院
歷
T
硏
究
R
收
藏
整
理
﹃
/
州
千
年
契
A
�
書
・
淸
民
國

U
﹄
卷
三
︑
二
三
五
頁
︑
藏
契
號
H
Z
S
四
〇
九
〇
一
四
八
︑
花
山

�
藝
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
等
︒

(13
)

｢乾
隆
三
十
九
年
ß
門
訴
訟
�
書
﹂
中
國
社
會
科
學
院
歷
T
硏
究

R
收
藏
整
理
﹃
/
州
千
年
契
A
�
書
・
淸
民
國
U
﹄
卷
一
︑
三
八
三

頁
︑
藏
契
號
H
Z
S
四
〇
四
〇
三
一
四
︑
花
山
�
藝
出
版
社
︑
一
九

九
一
年
︑
等
︒

(14
)

姚
雨
薌
原
纂
︐
胡
仰
山
增
輯
﹃
大
淸
律
例
會
�
怨
纂
﹄
卷
二
十
八
︑

𠛬
律
訴
訟
︑
越
訴

(阿
風
︑
0
揭
著
書
一
九
九
頁
︑
參
照
)︒

(15
)

同
右
︒

(16
)

一
族
の
者
が
寡

に
再
嫁
を
强
�
す
る
﹁
h
嫁
﹂
の
問
題
に
つ
い

て
は
︑
夫
馬
X
氏
が
﹁
中
國
�
淸
時
代
に
お
け
る
寡

の
地
位
と
强

制
再
婚
の
風
b
﹂
(
0
川
和
也
U
﹃
家
族
・
世
帶
・
家
門
︱
︱
工
業

/
以
0
の
世
界
か
ら
︱
︱
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
}
︑
一
九
九
三
年
)

中
で
﹁
や
や
豐
か
な
家
﹂
と
﹁
貧
し
い
家
﹂
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
︒
こ
こ
に
擧
げ
て
い
る
の
は
夫
馬
氏
の
い
う
﹁
や
や
豐
か
な

家
﹂
で
あ
り
︑
﹁
貧
し
い
家
﹂
の
場
合
は
︑
後
営
す
る
よ
う
に
賣
身

と
同
樣
の
�
味
を
も
ち
親
や
親
族
が
婚
姻
や
再
婚
を
强
制
す
る
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
た
︒

(17
)

｢
)
光
二
十
八
年
三
*
十
七
日
孝
行
里
蛤
窩
庄
民
人
胡
玉
掩
︑
�

功
等
指
契
�
地
一
案
﹂﹃
順
天
府
檔
案
﹄
28
-2
-96
-
142
︒

(18
)

當
事
者
の
抄
本
は
吿
狀
と
訴
狀
の
一
方
あ
る
い
は
兩
方
で
あ
り
︑

供
営
書
の
寫
し
は
な
く
︑
ど
の
よ
う
な
案
件
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
る

が
︑
裁
�
の
液
れ
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
︒

(19
)

0
揭
李
淸
瑞
書
︑
三
七
～
三
八
頁
︒

(20
)

李
銘
皖
等
修
・
馮
桂
芬
等
纂
︑
光
緖
九
年
刊
﹃
蘇
州
府
志
﹄
卷
二

十
一
︑
公
署
一
︑
五
～
六
頁
︒

(21
)

范
金
民
﹁
南
京
]
物
院
藏
太
湖
廳
檔
案
日
錄
﹂
(夫
馬
X
U
﹃
中

國
地
方
檔
案
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
東
洋
T
硏
究

室
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑
參
照
︒

(22
)

拙
著
﹃
/
州
商
人
の
硏
究
﹄
Ø
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
︑
第
八
違
︑

參
照
︒

(23
)

親
子
閒
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
︑
水
越
知
氏
が
﹁
中
國
�
世
に
お
け

る
親
子
閒
訴
訟
﹂
(
夫
馬
X
U
﹃
中
國
訴
訟
社
會
T
の
硏
究
﹄
京
都

大
學
學
Ù
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
︑
R
收
)
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
︒
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(24
)

第
二
十
五
册
﹁
光
緖
二

(一
八
七
六
)
年
正
*
萬
順
昌
�
�
妻
母

韓
 
氏
縱
女
�
§
等
�
一
案
﹂︒
こ
の
件
で
は
妻
は
夫
が
自
分
を
賣

ろ
う
と
し
た
と
供
営
し
て
い
る
︒

(25
)

｢竊
氏
故
夫
張
載
豐
於
同
治
十
年
十
*
分
病
故
︑
後
不
幸
無
嗣
︑

故
憑
親
族
議
︑
立
夫
長
兄
紹
豐
第
三
子
樹
華
爲
子
︑
因
倫
序
相
當
︐

事
在
倉
卒
︑
未
立
嗣
書
︑
自
承
立
後
︑
以
爲
故
夫
一
h
N
後
接
續
宗

祧
︑
氏
暮
年
亦
N
依
托
︑
惟
氏
夫
存
屢
言
子
姪
輩
均
非
仁
厚
︑
毋
將

田
產
�
付
p
其
孝
養
︑
故
氏
夫
死
後
仍
靠
o
產
自
食
其
力
︒
詎
嗣
子

樹
華
恨
氏
未
將
產
業
�
出
︑
陡
易
心
腸
︑
嗣
父
喪
未
¡
年
︑
於
上
年

九
*
遽
除
孝
r
︑
本
年
七
*
捏
生
父
名
赴
吳
邑
�
吿
︑
將
氏
牽
扯
案

內
︒
今
印
在
外
布
散
穢
言
污
氏
名
H
︑
種
種
奸
險
︑
除
孝
r
欺
嗣
父
︑

穢
言
辱
母
︑
如
此
不
孝
︑
何
能
在
p
其
生
養
死
葬
︑
氏
曾
將
�
吿
諸

伊
生
父
7
親
族
等
︑
原
欲
另
再
擇
立
︑
不
¡
均
畏
其
兇
橫
︑
莫
敢
勸

誡
擇
立
︑
恐
後
啟
爭
端
w
患
將
來
︒
伏
查
爲
人
後
者
︑
不
得
於
R
後

之
親
︑
例
准
吿
官
別
立
︒
茲
氏
嗣
子
樹
華
居
心
奸
險
︑
不
孝
嗣
親
︑

攸
乖
風
/
倫
常
︑
若
不
�
求
憲
天
傅
案
訓
斥
︑
准
氏
別
立
︑
則
氏
日

#
其
纍
︐
卽
氏
夫
在
泉
下
亦
不
暝
目
︑
現
幸
夫
兄
紹
豐
尙
N
四
五
兩

子
︑
堪
以
擇
立
爲
後
︑
爲
亟
瀝
�
陳
�
i
叩
大
老
�
電
鑒
︑
恩
賜
傳

集
�
斷
︑
准
氏
別
立
︑
以
安
幽
魂
而
慰
嫡
懦
︑
再
樹
華
先
曾
串
同
伊

Þ
兄
張
*
波
奪
去
氏
石
榴
山
一
塊
︑
屋
後
餘
地
一
堍
︑
求
恩
一
ß
提

�
F
給
︑
4
感

仁
慈
無
涯
矣
︑
上
�
︒﹂

(26
)

｢據
稱
︑
嗣
子
張
樹
華
種
種
欺
藐
︑
如
果
屬
實
大
乖
倫
理
性
︑
已

嗣
兩
年
︑
何
以
不
立
嗣
書
應
否
︑
另
行
擇
立
︑
姑
者
}
族
人
等
à
議

察
奪
︒﹂

(27
)

｢張
樹
華
本
業
開
z
山
石
人
︑
本
煩
勞
︑
加
之
性
�
凶
橫
︑
難
以

理
說
︒
﹂

(28
)

｢
(
略
)
至
張
*
波
果
N
佔
產
�
事
︑
亦
可
邀
衆
理
|
︒﹂

(29
)

｢
�
得
︑
張
時
華
竝
無
顯
¤
︑
旣
經
}
族
M
處
和
洽
母
子
如
初
︑

家
長
樂
之
︑
應
如
R
議
准
仍
以
時
華
爲
張
蔡
氏
嗣
子
︑
自
此
以
□
子

須
孝
母
︑
母
亦
須
恤
子
︑
均
不
得
再
N
衣
言
︒
至
年
貼
米
不
一
H
養

贍
須
祝
家
︑
家
N
無
以
爲
豐
儉
︑
不
須
ã
定
數
目
︑
共
各
具
結
︑
完

畢
省
拾
釋
︑
特
諭
︒﹂

(30
)

｢
黟
縣
十
都
三
圖
余
氏
�
書
﹂
〇
一
一
六
﹁
淸
中
後
¡
郭
査
氏
稟

狀
﹂
劉
伯
山
P
U
﹃
/
州
�
書
﹄
第
一
輯
︑
第
五
册
︑
廣
西
師
範
大

學
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒

(31
)

同
右
︒

(32
)

四
川
省
檔
案
館
U
﹃
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
编

(乾
隆
卷
)
﹄
檔
案
出

版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
五
～
一
七
頁
︒

(33
)

『
巴
縣
檔
案

(同
治
¦
)﹄
︿
家
庭
﹀
N
o
.6
7
9
9
︒

(34
)

｢
問
據
江
朱
氏
供
︑
同
治
四
年
榮
昌
江
福
昌
來
渝
貿
易
稱
說
︑
他

髮
妻
病
故
︑
憑
媒
娶
小

人
爲
繼
室
︑
¤
門
無
衣
︒
自
去
歲
福
昌
h

小

人
同
他
一
路
囘
籍
︑
_
時
小

人
見
他
髮
妻
尙
存
︒
不
å
日
他

就
囘
渝
︑
0
妻
黃
氏
屢
2
與
小

人
口
角
不
休
︑
顛
行
兇
辱
︑
無
奈

�
�
轎
囘
渝
︑
福
昌
印
向
小

人
兇
橫
︑
院
鄰
皆
知
︑
眾
勸
不
息
︒

不
料
他
生
易
折
本
︑
叫
小

人
同
他
L
沙
市
︑
欲
�
嫁
賣
︑
彼
時
不

允
︑
□
後
他
就
憂
氣
︑
屢
h
小

人
爲
賤
︑
不
從
投
憑
衙
鄰
理
論
︑

他
自
知
�
難
對
眾
︑
日
後
永
不
h
小

人
爲
賤
︑
寢
事
︒
突
于
本
*

十
六
夜
︑
他
印
忽
引
一
人
來
家
︑
叫
小

人
與
他
同
宿
︑
小

人
理

斥
å
句
︑
他
就
把
小

人
毆
打
︑
難
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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聽
伊
之
言
︑
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囘
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書
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︑
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︒
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︑
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︑
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淸
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︒
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松
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﹁
淸
初
四
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﹂﹃
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﹄
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︒
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︑
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︒
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︒
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︑
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︒
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︑
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who was become a wife, her parents and relatives strove to maintain her commer-

cial value as much as possible. Depending on the circumstances, they might aban-

don her husband and let her remarry another man. These findings reveal the ac-

tual condition of extremely rational behavior in relations between husbands and

wives and divorce, including acts of free will on the part of women themselves.

WOMEN IN QING SOCIETY AS SEEN FROM COURT ARCHIVES

USUI Sachiko

This paper is an attempt to examine what kind of incidents and disputes in

which woman appeared as victims, perpetrators, or simply persons concerned in

archives of lawsuits, and then to use these findings to consider the situation of wom-

an in Qing society. The first section briefly surveys legal provisions concerning

lawsuits involving women. The second section indicates the numbers and trends of

items concerning woman in the four groups of source materials on lawsuits used in

this paper, the Ba county archive, the Huizhou archive, the Taihuting (Liminfu) ar-

chive, and the Shuntianfu archive. The third section examines disputes concerning

inheritance, family property, troubles between husbands and wives, as well as cases

in which a mother or mother-in-law took a problem son to court, cases concerning

tenancy and debt, and cases in which a wife went to court on behalf of her husband.

These lawsuits involving women varied widely from serious cases to daily affairs of

a routine nature. During this period lawsuits brought by women were restricted,

but in fact women frequently went to court and their suits were accepted. Al-

though the lineage system and its control was strong, in cases concerning inher-

itance and family property, this fact often became a cause of, rather than solution to,

disputes. The fourth section attempts to show regional differences seen in the

lawsuits involving the trade in woman. In Ba county, the abduction and trade in

woman was remarkably frequent and systematic. The section shows that this may

have been caused by population flows, in other words, there were historically both

massive inflows and outflows of people in Ba county, while on the other hand, the

people of Huizhou mainly worked outside their home territory.
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