
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度

一
張
家
山
漢
簡
《
奏
講
書
》
よ
り
見
た
i

宮

宅

黎、
マ

門
要
約
】
　
張
家
山
漢
簡
《
奏
講
書
》
の
鵡
土
に
よ
り
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
開
始
よ
り
落
着
に
到
る
ま
で
の
詳
細
な
手
続
き
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
史
料
に
拠
り
つ
つ
裁
判
手
続
き
の
進
行
を
素
描
し
、
以
下
の
結
論
を
得
た
。
裁
判
は
ま
ず
供
述
聴
取
に
始
ま
り
、
詰
問

を
へ
て
事
実
関
係
が
確
定
さ
れ
る
。
続
く
診
問
段
階
か
ら
は
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
が
総
括
さ
れ
、
量
刑
の
た
め
の
材
料
が
整
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
承
け

て
罰
す
べ
き
者
の
身
分
、
罰
す
べ
き
行
為
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
に
引
き
当
て
る
律
令
が
選
択
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
続
き
を
進
め
、
判
決
を
下
す
権
限
を

持
つ
最
末
端
の
機
翼
は
県
で
あ
っ
た
も
の
の
、
県
配
下
の
愚
亭
が
供
述
聴
取
の
場
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
被
疑
者
が
裁
判
を
進
め
る
機
関
の
管
轄

外
に
い
る
場
合
に
は
召
喚
状
が
評
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
身
柄
が
送
ら
れ
た
。
裁
判
の
担
い
手
は
主
と
し
て
小
吏
で
あ
り
、
詰
問
に
到
る
ま
で
の
段
階
を
彼
ら

が
取
り
仕
切
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
降
の
手
続
き
内
容
か
ら
し
て
も
事
実
上
刑
罰
を
確
定
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
大
き
な
権
限
を
振
る
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
一
巻
二
号
　
一
九
九
八
年
三
月

秦漢時代の裁判制度（宮宅）

は
じ
め
に
一
張
家
山
漢
饒
《
奏
講
書
》
の
概
要

江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
は
一
九
八
三
年
一
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
発
掘
調
査
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
《
奏
講
書
》
と
い
う
書
題
を
も
つ

婬
書
が
出
土
し
た
。
同
墓
は
江
陵
県
城
の
西
北
～
・
五
キ
ロ
に
位
置
し
、
《
二
年
律
令
》
《
悪
玉
》
《
隷
書
》
《
引
書
》
《
算
数
書
》
等
の
書
籍
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

及
び
暦
譜
も
同
時
に
発
見
さ
れ
た
。
下
葬
年
代
は
《
二
年
律
令
》
や
暦
譜
の
分
析
か
ら
呂
后
二
年
（
単
一
八
六
）
以
降
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
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七
島
に
よ
る
と
上
馬
は
恵
帝
元
年
（
前
一
九
四
）
に
「
病
免
」
し
て
お
り
、
彼
が
少
な
く
と
も
官
吏
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
そ

れ
以
外
に
三
主
の
身
分
を
直
接
示
す
材
料
は
な
く
、
法
律
関
連
の
書
籍
が
多
く
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
方
面
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
胞
・

　
竹
簡
の
出
土
状
況
は
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
、
早
い
時
期
に
水
や
泥
が
棺
檸
の
申
に
入
り
込
み
、
出
土
時
に
は
泥
の
中
に
簡
が
散
乱
す
る

あ
り
様
だ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
竹
島
の
底
部
に
納
め
ら
れ
て
い
た
簡
は
比
較
的
保
存
状
況
が
良
か
っ
た
と
い
う
が
、
前
に
掲
げ
た
書
籍
の

う
ち
ど
れ
が
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
の
か
、
説
明
は
な
い
。
綴
じ
ひ
も
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
報
告
も
な
く
、
冊
書
の
復
元
は
主
と
し
て
内
容
の

分
析
か
ら
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
《
奏
講
書
》
は
一
九
八
五
年
に
ま
ず
そ
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
一
九
九
三
・
九
五
年
に
は
釈
文
の
公
表
を
見
た
。
全
部
で
二
二
七
簡
、

二
十
二
件
の
裁
判
記
録
か
ら
成
る
蘭
書
で
あ
る
。
「
文
物
』
誌
上
に
は
全
釈
文
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、
図
版
は
一
部
し
か
公
表
さ
れ
な
か
っ

た
。
釈
文
が
”
」
”
で
区
切
ら
れ
、
ど
こ
ま
で
が
一
本
の
簡
に
書
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
か
は
と
り
あ
え
ず

了
解
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
を
復
元
す
る
と
二
二
四
簡
し
か
な
い
。
断
簡
や
釈
読
不
能
の
簡
が
あ
り
、
そ
の
釈
文
が
省
略
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
印
刷
ミ
ス
で
、
」
”
の
符
号
を
洩
ら
し
て
い
る
…
…
前
後
と
比
較
し
て
、
と
て
も
一
品
に
は
収
ま
ら
な
い
箇
所
も
あ
る

一
だ
け
な
の
か
、
現
時
点
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
出
土
状
況
か
ら
し
て
も
《
奏
講
書
》
が
一
簡
も
欠
け
る
こ
と
な
く
復
元
さ
れ
た
と
は
考

え
に
く
く
、
残
欠
の
可
能
性
も
当
然
想
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
《
葵
講
書
》
に
は
春
秋
時
期
に
仮
託
さ
れ
た
裁
判
案
件
か
ら
高
祖
十
年
の
紀
年
を
持
つ
案
件
ま
で
が
含
ま
れ
、
従
っ
て
書
写
年
代
は
高
祖
十

年
（
前
｝
九
七
）
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
高
祖
劉
邦
の
誰
「
邦
」
は
見
あ
た
ら
ぬ
も
の
の
、
恵
帝
劉
盈
の
「
盈
」
、
文
華
下
塵
の
「
恒
」
は
避
け

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
れ
て
い
な
い
。
果
た
し
て
避
諦
が
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
極
体
が
一
度
に
書
写
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
と
保
留
点
も
残
る
が
、
富
合

年
代
と
も
考
え
あ
わ
せ
て
高
祖
十
年
か
ら
恵
帝
初
年
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
二
十
二
の
裁
判
記
録
は
上
級
に
報
告
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
、
上
申
の
理
由
、
主
体
、
さ
ら
に
は
時
代
や
書
式
の
違
い
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
に
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秦漢時代の裁判制度（宮宅）

分
類
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
内
容
を
簡
介
し
よ
う
。
な
お
丸
で
囲
っ
た
数
字
は
『
文
物
』
掲
載
時
に
各
案
件
に
付
さ
れ
た
番
号
で
あ
る
。

①
か
ら
⑤
は
漢
代
の
疑
獄
の
記
録
。
法
典
に
当
て
る
べ
き
明
文
規
定
が
な
く
、
処
断
に
迷
っ
た
県
が
上
級
に
判
断
を
仰
い
だ
も
の
で
、
裁
判

の
経
過
、
疑
義
の
所
在
、
そ
れ
に
対
す
る
上
級
の
処
断
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
の
詳
細
を
と
ど
め
て
お
り
、
そ
の
手
続
き
を
跡
づ
け
る
上

で
非
常
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
。

⑥
か
ら
⑬
も
疑
獄
上
申
の
記
録
だ
が
、
上
申
の
主
体
は
郡
。
全
て
一
簡
か
二
簡
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
①
か
ら
⑤
と
比
べ
て
書
式
は
ご
く
簡

単
で
あ
る
。

　
⑭
か
ら
⑯
は
被
疑
者
が
高
位
者
で
あ
っ
た
た
め
に
断
罪
の
可
否
に
つ
い
て
上
級
に
伺
い
が
立
て
ら
れ
た
も
の
。
⑭
と
⑮
は
郡
が
、
⑯
は
県
が

裁
判
を
担
当
し
て
い
る
。
と
も
に
漢
代
の
裁
判
記
録
で
あ
り
、
①
か
ら
⑤
と
共
通
す
る
裁
判
進
行
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
⑰
は
全
二
十
五
簡
、
す
で
に
裁
き
を
う
け
た
者
が
判
決
を
不
服
と
し
て
再
審
理
を
求
め
た
、
所
謂
「
乞
鞠
」
の
記
録
で
あ
る
。
再
審
請
求
を

承
け
て
前
回
裁
判
の
要
旨
が
示
さ
れ
、
再
審
理
の
記
録
が
続
く
。
審
理
の
末
に
冤
罪
は
晴
れ
、
中
央
の
廷
尉
か
ら
県
に
対
し
て
刑
の
解
除
が
命

じ
ら
れ
る
。

　
⑱
は
全
三
十
五
簡
で
、
「
鯵
南
郡
卒
史
蓋
鷹
摯
田
玉
響
史
鴨
復
薄
舞
等
獄
簿
」
と
記
さ
れ
た
表
題
簡
を
持
つ
。
南
郡
で
起
こ
っ
た
反
乱
に
討

伐
軍
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
二
度
に
わ
た
っ
て
敗
退
し
、
そ
の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
責
任
追
及
を
担
当
し
た
県
令
は
兵
卒
と
な
っ
た

一
般
人
民
の
罪
の
み
を
報
告
し
、
統
率
者
の
罪
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
御
史
よ
り
南
郡
に
取
調
命
令
が
下
り
、
そ
れ

を
承
け
て
行
わ
れ
た
取
調
の
記
録
が
こ
の
「
獄
簿
」
で
あ
る
。

　
⑲
と
⑳
は
い
ず
れ
も
春
秋
時
代
に
仮
託
さ
れ
た
案
件
。
前
者
は
衛
の
史
猷
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
、
衛
君
の
取
調
命
令
に
対
し
て
史
論
が
そ

の
結
果
と
然
る
べ
き
処
断
と
を
報
告
し
て
い
る
。
後
者
は
魯
の
柳
下
季
に
仮
託
さ
れ
、
彼
の
事
件
処
理
に
魯
君
が
疑
問
を
挟
ん
だ
た
め
、
柳
下

季
が
判
断
の
根
拠
を
説
明
す
る
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
前
者
と
同
じ
主
題
を
持
つ
説
話
が
糊
韓
非
子
』
内
三
豊
下
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
重
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
役
回
り
に
晋
の
文
公
や
平
静
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
共
通
の
主
題
を
持
つ
説
話
が
配
役
の
み
を
入
れ
替
え
て
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
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と
が
想
定
で
き
、
史
猷
が
登
場
す
る
か
ら
と
て
、
こ
の
案
件
を
春
秋
衛
の
裁
判
記
録
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑳
は
糊
代
の
疑
獄
上
申
の
記
録
。
だ
が
①
か
ら
⑬
と
は
異
な
り
、
県
か
ら
廷
尉
に
上
申
さ
れ
た
後
の
、
廷
尉
に
お
け
る
議
論
が
詳
細
に
記
さ

れ
る
。
⑲
⑳
と
こ
の
案
件
は
他
と
書
式
を
異
に
し
、
ま
ず
処
罰
の
前
提
と
な
る
法
や
律
が
列
挙
さ
れ
た
後
、
「
今
～
」
と
し
て
事
件
の
経
過
が

記
さ
れ
る
。

　
⑳
も
車
代
の
裁
判
記
録
だ
が
、
上
級
に
報
告
さ
れ
た
理
由
が
他
と
は
全
く
異
な
る
。
裁
判
に
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
獄
史
が
難
事

件
を
見
事
に
解
決
し
た
た
め
、
「
子
女
が
手
が
か
り
の
な
い
難
し
い
案
件
を
解
決
で
き
た
場
合
は
こ
れ
を
上
申
せ
よ
」
と
い
う
令
の
規
定
に
基

づ
い
て
県
が
上
申
を
行
い
、
獄
史
を
卒
史
に
補
任
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ば
「
推
薦
状
」
に
事
件
の
経
過
記
録
が
付
さ
れ
、
全

体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
二
十
二
の
案
件
が
何
故
こ
の
順
に
配
列
さ
れ
た
の
か
、
整
理
小
組
の
説
明
は
な
い
。
前
半
が
罪
代
の
案
件
、
後
半
が
春
秋
か
ら
秦
の
案
件
と

い
う
具
合
に
時
代
の
新
し
い
も
の
か
ら
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
書
題
の
位
置
か
ら
類
推
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
冊
書
の
書
題
は

通
常
先
頭
簡
か
末
尾
簡
の
背
面
に
書
か
れ
る
が
、
「
奏
講
書
」
と
い
う
書
題
は
案
件
⑳
の
末
尾
簡
背
面
に
記
さ
れ
て
い
た
。
⑫
は
三
十
一
簡
か

ら
成
り
、
そ
の
末
尾
簡
背
面
に
書
題
が
く
る
こ
と
か
ら
、
整
理
小
組
は
《
奏
講
書
》
を
書
聖
が
冊
書
の
末
尾
に
く
る
形
式
と
判
断
し
、
こ
の
秦

代
の
案
件
を
最
後
に
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
後
半
に
よ
り
時
代
の
古
い
も
の
を
、
前
半
に
呈
し
い
も
の
を
集
め
、
書
式
、
内
容
の
類

似
す
る
案
件
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
な
が
ら
配
列
し
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
各
案
件
は
書
式
、
内
容
と
も
非
常
に
雑
多
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
性
格
は
一
様
で
な
い
。
そ
も
そ
も
漢
代
に
お
い
て
「
講
」
と
は
疑
義
の
あ
る

裁
判
案
件
に
つ
い
て
上
級
に
報
告
し
、
そ
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
の
意
味
で
「
講
」
に
関
連
す
る
の
は
案
件
①
か

ら
⑬
と
⑳
だ
け
で
あ
る
。
二
十
二
の
案
件
に
強
い
て
共
通
項
を
求
め
る
な
ら
ば
、
疑
義
の
有
無
は
と
も
か
く
全
て
上
級
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
裁
判
案
件
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
睡
虎
地
秦
律
に
も
「
講
（
灘
ご
字
が
見
え
る
が
、
そ
の
中
に
は
裁
判
と
は
何
の
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
も
な
く
、
単
に
「
上
級
に
報
告
す
る
」
ほ
ど
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
《
奏
講
書
》
の
「
講
」
も
こ
の
よ
り
広
義
の
「
講
」
な
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の
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
性
格
を
も
つ
史
料
が
、
「
上
級
に
報
告
（
す
な
わ
ち
謝
）
さ
れ
た
裁
判
記
録
」
と
い
う
共
通
項
の
下
に
、
雑
多
な
形
で
集

積
さ
れ
た
の
が
《
奏
講
書
》
で
あ
り
、
利
用
に
際
し
て
は
書
写
に
至
る
ま
で
の
来
歴
を
個
々
の
案
件
ご
と
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
右
に
簡
介
し
た
案
件
の
内
、
①
か
ら
⑤
、
⑭
か
ら
⑱
、
⑳
・
⑳
、
す
な
わ
ち
秦
漢
の
裁
判
手
続
き
の
詳
細
を
伝
え
る
史
料
を
利
用
し
、

一
人
の
人
間
を
刑
罰
に
当
て
る
手
続
き
が
如
何
な
る
手
順
を
踏
ん
で
進
行
す
る
の
か
、
そ
の
跡
を
追
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
秦
漢
の
裁
判
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

度
に
つ
い
て
は
夙
に
フ
ル
ス
ウ
ェ
（
〉
．
閃
．
℃
’
顕
巳
Q
o
Φ
芝
0
）
氏
の
研
究
が
あ
り
、
近
年
で
は
雪
笹
地
声
簡
の
分
析
か
ら
籾
山
明
認
が
秦
の
裁
判
制
度

　
　
　
　
　
⑪

を
復
元
さ
れ
た
。
こ
の
二
論
文
に
は
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
多
く
、
裁
判
用
語
の
理
解
も
主
と
し
て
こ
れ
ら
に
拠
っ
た
。
た
だ
フ
ル
ス
ウ
ェ
論
文

は
正
史
に
残
さ
れ
た
裁
判
史
料
に
依
拠
し
て
お
り
、
史
料
の
性
格
上
そ
の
中
に
は
高
位
者
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
勿
論
そ
こ
に
も
裁
判
制
度

の
大
原
則
は
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
手
続
き
が
行
わ
れ
る
場
や
そ
の
損
い
手
は
誰
か
、
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、
被
疑
者
が
高

位
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
例
で
は
と
思
わ
せ
る
場
面
に
し
ば
し
ば
行
き
当
た
る
。
そ
う
し
た
史
料
の
制
約
の
た
め
、
個
々
の
手
続
き
の
内
容
分

析
に
つ
い
て
は
示
唆
に
富
む
フ
ル
ス
ウ
ェ
論
文
も
、
そ
の
場
や
担
い
手
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
が
な
い
。
一
方
糧
山
論
文
は
睡
角
地
秦
簡
中

の
法
制
史
料
に
拠
る
。
こ
の
史
料
は
「
治
獄
令
史
」
で
あ
っ
た
墓
主
が
生
前
使
用
し
た
法
律
関
係
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
さ
れ
て
お
り
、
県
の
一
獄

吏
と
し
て
彼
が
担
っ
た
職
務
の
内
容
を
今
に
伝
え
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
県
に
お
け
る
「
通
常
」
の
手
続
き
の
、
詳
細
な
有
様
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
こ
の
史
料
に
も
そ
の
性
格
上
一
つ
の
懸
念
が
残
る
。
こ
れ
が
個
人
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
な
ら
、
一
獄
吏
が
関
わ
る
範
囲
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
詳
し
い
が
、
そ
の
範
囲
を
越
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
虞
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
前
掲
の
案
件
は
、
完
全
に
生
の
文
書
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
ロ
吻
を
十
分
に
残
し
、
裁
判
の
開
始
か
ら
落
着
に
至
る
ま
で
の

詳
細
を
と
ど
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
先
行
研
究
の
拠
っ
た
史
料
を
補
う
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
裁
判
の
開
始
か
ら
落
着
ま
で
を

通
覧
す
る
と
と
も
に
、
各
手
続
き
が
官
僚
機
構
内
の
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
撫
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
《
奏
講
書
》
は
ま
だ
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
出
土
史
料
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
典
型
的
な
案
件
を
例
示
・
訳
出
し
、
具
体
像
を
紹
介
し
て
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
が
筋
で
あ
ろ
う
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
そ
れ
は
か
な
わ
な
い
。
す
で
に
幾
人
か
の
先
学
が
訳
出
を
試
み
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
適
宜
参
照
し
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て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
、
早
速
本
論
に
入
り
た
い
。

①
張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
八
五
、
＝
頁
、
陳
・
闇
一
九
八
五
。

②
張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
八
五
、
一
五
頁
。

③
　
概
要
が
荊
州
地
区
博
物
館
一
九
八
五
、
皇
家
山
南
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
八
五
、

　
釈
文
が
張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
九
三
、
同
一
九
九
五
。

④
～
簡
の
文
字
数
は
殆
ど
が
四
〇
掌
程
度
に
収
ま
る
。
だ
が
例
え
ば
案
件
⑱
の
第

　
五
簡
（
門
文
物
㎞
の
配
列
に
従
う
。
以
下
⑱
－
5
と
い
う
具
合
に
略
称
。
）
は
六
二
字
、

　
⑫
一
1
6
は
山
ハ
五
字
。

⑤
⑭
－
4
「
盈
辮
B
不
本
丁
」
、
⑱
－
2
7
「
獄
留
盈
卒
歳
」
、
⑱
－
5
門
御
史
恒
」
、
⑳

　
－
2
4
「
影
響
旗
下
」
。

⑥
睡
宝
地
秦
簡
で
は
避
誰
が
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ζ
帥
霧
く
①
開
し
ヴ
Φ
舞
～
九
八
七
参
照
。

⑦
『
韓
非
子
』
内
儲
藤
下
「
文
公
之
時
、
宰
蹴
上
二
品
髪
面
影
。
文
公
召
宰
人
而

　
謙
之
日
、
女
欲
寡
人
心
嘆
耶
、
雲
為
以
髪
続
災
。
宰
人
頓
首
再
拝
諸
瀾
、
臣
有
死

　
罪
三
。
援
礪
砥
刀
、
利
猶
干
将
也
。
切
肉
肉
断
落
髪
不
断
、
臣
之
罪
一
也
。
援
木

　
而
貫
陰
唇
不
見
髪
、
臣
之
罪
二
黒
。
声
優
櫨
、
炭
火
尽
赤
紅
、
而
災
熟
而
髪
不
焼
、

　
臣
之
罪
三
也
。
堂
下
得
無
題
滋
藤
慌
者
乎
。
公
費
、
善
。
乃
召
出
堂
下
而
謙
之
、

　
果
然
、
飛
信
之
。
　
　
日
、
晋
平
公
筋
客
、
少
庶
子
防
災
導
爆
綬
之
。
平
公
趣
殺

　
炮
人
、
母
有
反
令
。
炮
人
呼
天
日
嵯
乎
、
臣
有
三
罪
。
死
而
不
自
知
乎
。
平
公
日
、

　
何
謂
也
。
対
理
、
臣
刀
之
利
、
風
灘
骨
断
而
髪
不
断
、
潮
面
之
一
死
也
。
桑
炭
灸

　
之
、
肉
紅
白
而
髪
不
焦
、
是
臣
之
二
死
也
。
災
熟
、
又
重
随
而
視
之
、
髪
続
災
而

　
冒
不
見
、
是
臣
之
三
死
也
。
意
者
堂
下
其
有
騎
虫
押
者
乎
。
幸
臣
不
戦
飛
砂
。
」

　
前
者
は
岡
説
苑
㎞
に
も
引
か
れ
る
。
「
晋
文
公
饗
奥
而
髪
続
之
。
宰
日
、
傭
刀
砥

　
礪
、
利
由
園
丁
。
切
盲
断
而
髪
不
絶
、
山
岨
一
也
。
愛
謙
貫
衡
而
不
見
髪
、
臣
罪

　
二
也
。
櫨
炭
赤
紅
而
髪
不
二
、
臣
罪
三
也
。
文
公
日
、
臆
、
此
有
所
在
。
乃
召
次

　
宰
帰
馬
、
果
服
也
。
（
『
北
重
書
紗
㎞
巻
五
五
引
『
説
苑
』
）
」

⑧
《
奏
講
書
》
の
性
格
に
つ
い
て
は
小
嶋
一
九
九
七
参
照
。
案
件
の
中
に
は
秦
諌

　
を
避
け
る
も
の
と
避
け
ぬ
も
の
と
が
と
も
に
含
ま
れ
、
《
奏
講
書
》
が
取
材
し
た

　
史
料
の
多
様
性
を
窺
わ
せ
る
。

⑨
睡
虎
地
秦
簡
《
秦
律
十
八
種
》
の
福
律
（
ω
貫
ニ
マ
旨
鼻
も
．
禽
）
（
引
用
す
る

　
睡
虎
地
秦
簡
の
記
事
は
『
睡
耕
地
秦
墓
竹
簡
隔
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
）
に

　
拠
る
。
括
弧
内
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
簡
番
号
と
釈
文
掲
載
の
頁
数
。
）

　
　
…
…
県
職
掌
壇
壊
更
公
舎
紅
白
法
廷
、
其
有
繋
壊
更
殴
、
必
漱
之
。
欲
以
城
旦

　
　
春
益
為
公
舎
宮
府
及
補
繕
之
、
為
之
、
勿
漱
。
…
…

　
　
　
県
は
公
の
宿
舎
、
役
所
の
建
物
、
及
び
廷
を
勝
季
に
取
り
壊
し
た
り
改
修
し

　
　
　
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
取
り
壊
し
た
り
改
修
し
た
け
れ
ば
、
必
ず
報

　
　
　
告
せ
よ
。
城
旦
春
を
動
員
し
て
公
の
宿
舎
、
役
所
の
建
物
を
増
築
、
及
び
修

　
　
　
証
す
る
場
合
は
、
〔
自
・
田
に
〕
こ
れ
を
行
っ
て
よ
く
、
報
告
に
は
及
ば
な
い
。

　
こ
こ
で
申
請
さ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
改
築
願
で
あ
り
、
疑
獄
は
お
ろ
か
裁
判
と

　
も
関
連
を
持
た
な
い
。
こ
の
「
溝
」
字
は
上
級
へ
の
報
告
、
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ

　
う
。
池
田
～
九
九
五
b
も
こ
の
点
指
摘
す
る
。

⑩
臨
駐
。
急
一
九
五
五
。

⑪
籾
山
一
九
八
五
。

⑫
　
飯
尾
一
九
九
五
、
池
田
等
二
九
九
六
、
等
。
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【
　
裁
判
の
行
わ
れ
る
場

　
（
一
）
　
取
調
の
場

　
《
奏
講
書
》
の
各
案
件
で
裁
判
の
場
と
な
っ
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
県
以
上
の
機
関
で
あ
る
。
判
決
を
下
し
、
刑
を
執
行
で
き
る
最
末
端
の

単
位
が
県
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
当
然
と
も
い
え
る
。
だ
が
《
奏
講
書
》
以
外
の
史
料
に
も
目
を
向
け
る
と
、
被
疑
者
の
供
述
聴
取
に
関
す
る

限
り
で
は
、
県
の
下
級
単
位
で
あ
る
郷
や
亭
も
こ
れ
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ま
ず
逮
捕
時
に
容
疑
を
確
認
す
べ
く
郷
亭
で
取
調
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
睡
虎
地
寸
簡
《
蜜
蜂
式
》
の
「
亡
自
出
」
で
は
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

役
を
逃
れ
た
男
子
が
郷
に
出
頭
し
、
ま
ず
郷
が
こ
れ
を
取
調
べ
、
そ
の
上
で
取
調
結
果
と
身
柄
が
県
に
送
ら
れ
て
い
る
。
《
奏
講
書
》
中
に
も

類
例
が
あ
る
。
案
件
⑰
は
牛
泥
棒
の
裁
判
記
録
で
あ
る
が
、
亭
が
最
初
に
容
疑
者
を
「
質
」
し
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ば
職
務
質
問
に
よ
っ
て
牛

が
盗
品
で
あ
る
疑
い
が
濃
く
な
り
、
そ
の
旨
が
亭
か
ら
県
に
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
が
端
緒
と
な
っ
て
県
に
よ
る
取
調
が
開
始
し
て
い
る
。

　
県
の
主
宰
す
る
裁
判
が
す
で
に
進
行
し
て
い
る
場
合
で
も
、
関
係
者
が
郷
亭
で
取
調
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
時
代
も
降
り
辺
境
の
事
例

と
な
る
が
、
居
延
漢
簡
に
軽
羅
で
の
取
調
が
見
え
る
。
《
候
粟
君
所
書
竈
器
量
》
冊
書
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
簡
は
、
候
官
の
長
で
あ
っ
た
粟
君

と
民
間
人
の
冠
恩
と
の
間
に
生
じ
た
訴
訟
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
聖
恩
は
雲
壌
県
の
都
郷
畜
夫
に
よ
り
供
述
を
聴
取

　
　
　
　
②

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
候
長
と
候
史
が
配
下
の
隊
…
長
の
供
述
調
書
を
と
っ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　
建
始
元
年
四
月
甲
午
朔
夏
虫
風
木
候
長
憲
敢
言
之
袈
書
雑
誌
候
史
輔
験
問
黙
長
忠
等
七
人
善
事
従
所
主
警
官
部
官
事
買
□

　
　
　
三
日
而
不
更
言
請
書
律
弁
告
乃
盛
事
隊
…
頭
書
識
量
等
軸
皆
日
名
郡
県
富
里
年
姓
官
田
各
如
牒
忠
寮
母
従
幽
幽
及
乞
Z
　
　
　
　
　
（
E
P
T
五
一
・
二
　
X
）

　
　
　
建
始
元
年
（
前
三
二
）
四
月
甲
午
朔
乙
未
（
二
日
）
、
臨
木
下
長
の
憲
が
申
し
上
げ
ま
す
。
早
書
。
候
史
の
輔
と
合
同
で
黙
長
の
忠
等
七
入
を
験
問
い
た

　
　
　
し
ま
し
た
。
最
初
に
自
分
が
勤
務
す
る
部
及
び
他
の
部
の
官
卒
か
ら
…
…
買
い
、
…
…
〔
供
述
が
定
ま
っ
て
か
ら
〕
三
日
た
っ
て
も
改
め
て
事
実
を
証

　
　
　
書
し
な
か
っ
た
場
合
の
書
律
を
申
し
聞
か
せ
た
。
審
問
し
た
と
こ
ろ
隊
…
長
忠
・
卒
賞
等
は
供
述
し
て
皆
な
こ
う
い
っ
た
。
「
名
・
郡
県
爵
里
・
年
齢
・

41 （173）



中
国
地
方
統
治
組
織
図

郡

晴
欝

県
1
－
l
l
郷

　
県
令
（
長
）
　
　
奮
夫

　
丞

候
官
　
　
　
　
　
部

　
候
（
郵
候
）
　
　
候
長

　
　
　
　
　
　
候
史

里

随
長

〈
民
政
系
統
〉

都
尉

〈
軍
政
系
統
〉

　
　
姓
・
官
に
除
せ
ら
れ
た
経
歴
は
各
々
附
属
文
書
の
通
り
で
す
。
忠

　
　
等
は
自
分
が
勤
務
す
る
部
及
び
他
の
〔
部
の
宮
卒
？
〕
か
ら
…
…

　
　
　
〔
買
っ
て
？
〕
い
ま
せ
ん
。

詳
細
は
不
明
だ
が
、
断
片
か
ら
推
察
す
る
に
不
法
な
売
買
を
め

ぐ
る
取
調
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
吏
卒
の
身
柄
が
候
官
に
ま

で
は
送
ら
れ
ず
、
直
接
の
上
司
で
あ
る
候
長
が
調
書
を
と
っ
て
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い
る
。
吏
卒
が
持
ち
場
を
遠
く
離
れ
て
い
て
は
任
務
に
支
障
を
き
た
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
千
畑
の
裁
判
へ
の
関
与
は
あ
く
ま
で
供
述
聴
取
ま
で
で
あ
る
。
彼
ら
が
裁
判
を
主
宰
し
、
判
決
を
下
す
こ
と
は
な
い
。
さ
き
ほ
ど
の

案
件
⑰
で
は
亭
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
末
尾
が
「
公
論
…
一
量
刑
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
一
」
と
結
ば
れ
て
お
り
、
犯
罪
事
実
の
確
定
、
飛

の
量
定
と
い
っ
た
手
続
き
に
亭
が
主
体
的
に
関
与
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
竈
馬
の
事
例
で
も
薔
夫
は
調
書
を
作
成
す
る
だ
け
で
、

調
書
を
候
官
に
送
付
し
、
二
君
に
非
あ
り
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
は
県
の
暴
風
で
あ
っ
た
。
E
P
T
亜
二
三
八
も
甲
群
言
官
歴
か
ら
出

土
し
て
お
り
、
調
書
は
候
長
か
ら
候
官
へ
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
堂
下
の
み
で
は
量
刑
に
ま
で
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
郷
亭
の
吏
は
県
に
犯
罪
を
告
発
し
、
被
疑
者
を
連
行
し
、
そ
の
後
の
手

続
き
を
委
ね
る
の
で
あ
ろ
う
。
裁
判
の
目
的
が
刑
の
量
定
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
県
に
犯
罪
が
告
発
さ
れ
、
県
が
そ
の
取
調
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
裁
判
が
開
始
す
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
以
後
の
取
調
が
全
て
県
の
官
衙
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
召
し
出
す
に
は

及
ば
ぬ
者
、
差
し
支
え
の
あ
る
者
は
よ
り
居
所
に
近
接
し
た
心
底
で
取
調
を
う
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
E
P
T
五
一
・
　
三
八
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

睡
虎
地
秦
簡
に
も
県
の
主
導
下
で
郷
に
お
い
て
取
調
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
見
え
る
。

　
　
封
守
　
郷
某
袈
書
。
以
某
県
丞
某
書
、
封
有
畜
者
某
里
芋
五
甲
家
室
・
妻
子
・
臣
妾
・
衣
器
・
畜
産
。
…
…
単
離
訊
典
某
某
・
甲
伍
公
郷
某
某
、
甲
党
有

　
　
門
窃
】
滋
藤
守
而
某
等
脱
走
罫
書
、
且
有
罪
。
某
等
皆
雷
日
、
畳
畳
具
此
、
覇
業
当
面
者
。
即
以
甲
封
付
着
等
、
与
里
人
更
守
之
。
侍
令
。
（
封
診
式
ω
嘗



　
　
c
。
－
お
も
．
一
お
）

　
　
　
差
し
押
さ
え
。
　
郷
の
某
の
袋
書
。
某
県
の
県
丞
某
の
書
状
に
従
っ
て
、
取
調
を
受
け
て
い
る
某
里
の
藁
葺
甲
の
家
室
・
妻
子
・
臣
僕
・
衣
服
器
物
・

　
　
　
畜
産
を
差
し
押
さ
え
た
。
…
…
鯵
里
典
の
某
・
甲
の
同
意
の
公
士
風
を
「
甲
が
ま
だ
他
に
差
し
押
さ
え
る
べ
き
も
の
を
所
有
し
て
い
て
、
そ
れ
な
の
に

　
　
　
お
前
た
ち
が
漏
ら
し
て
申
告
し
て
い
な
け
れ
ば
、
罪
に
当
た
る
ぞ
」
と
訊
問
し
た
。
某
ら
は
「
甲
の
差
し
押
さ
え
る
べ
き
も
の
は
こ
れ
で
全
て
備
わ
っ

　
　
　
て
お
り
、
他
に
差
し
押
さ
え
る
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
差
し
押
さ
え
た
も
の
を
某
ら
に
任
せ
て
、
里
人
と
と
も
に
交
代
で
こ

　
　
　
れ
を
見
張
ら
せ
、
（
そ
の
後
の
）
命
令
を
待
た
せ
た
。

こ
れ
は
郷
の
吏
に
よ
り
県
に
送
ら
れ
た
裳
書
、
す
な
わ
ち
公
証
書
の
文
例
で
あ
る
。
省
略
し
た
部
分
に
は
甲
の
財
産
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
郷

が
そ
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
、
同
時
に
関
係
者
の
訊
問
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
県
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、

郷
は
要
求
さ
れ
た
任
務
を
果
た
し
た
後
は
県
か
ら
の
更
な
る
司
令
を
待
つ
の
み
で
あ
る
。

　
結
局
、
取
調
の
場
と
し
て
は
県
衙
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
だ
が
、
「
出
先
機
関
」
と
し
て
郷
亭
も
そ
の
場
と
な

り
得
た
。
県
に
よ
る
裁
判
が
開
始
し
て
も
、
ま
ず
裁
判
を
担
う
の
は
県
の
属
吏
で
あ
る
。
郷
亭
の
吏
も
県
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
「
外
部
」
の

　
　
　
③

吏
で
あ
り
、
県
衙
に
詰
め
る
属
吏
と
同
等
に
裁
判
に
関
与
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

秦漢時代の裁判制度（宮宅）

　
（
二
）
　
発
覚
地
点
主
義

　
裁
判
は
原
則
的
に
告
発
を
受
理
し
た
県
以
上
の
機
関
が
主
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
犯
罪
が
実
際
に
行
わ
れ
た
地
点
や
容
疑
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

本
籍
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
発
覚
地
点
主
義
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
原
則
が
貫
ぬ
か
れ
る
。
こ
の
点
彰
浩
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

例
え
ば
⑰
に
お
い
て
牛
が
盗
ま
れ
た
現
場
は
済
県
の
南
門
外
で
あ
り
、
共
犯
者
と
さ
れ
た
講
の
居
住
地
も
凝
集
の
鮭
中
で
あ
る
。
実
行
犯
で
あ

る
毛
の
居
所
も
お
そ
ら
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
裁
判
は
濟
県
で
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
毛
は
盗
ん
だ
牛
を
売
り
に
雍
県
ま
で
行
き
、
そ
こ
で

亭
吏
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
以
後
の
裁
判
は
亭
か
ら
の
通
報
を
受
け
た
漫
事
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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取
調
の
必
要
な
者
が
裁
判
を
主
導
す
る
機
関
の
管
轄
外
に
い
る
場
合
、
身
柄
が
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
。
⑰
で
は
共
犯
者
と
名
指
し
さ
れ
た
講

な
る
人
物
が
成
陽
か
ら
雍
県
に
連
行
さ
れ
、
⑱
で
は
討
伐
軍
を
率
い
た
斑
や
従
軍
し
た
兵
卒
が
逃
亡
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
仮
県
に
集
め
ら
れ

て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
は
こ
の
召
喚
手
続
き
が
「
近
県
は
麸
を
還
し
た
が
ま
だ
来
て
お
ら
ず
」
と
い
う
具
合
に
「
逞
」
、
す
な
わ
ち
「
逮
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
逮
と
は
何
か
。
顔
師
古
は
隅
漢
書
』
高
祖
源
平
で
「
逮
捕
」
に
注
し
て
、

　
　
逮
捕
と
は
事
相
連
及
す
る
者
皆
こ
れ
を
捕
ら
う
を
謂
う
な
り
。
一
に
曰
く
、
道
に
在
り
て
守
禁
し
、
配
属
し
て
絶
え
ず
、
今
の
囚
を
伝
送
す
る
が
ご
と
き

　
　
の
み
と
。

と
二
つ
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
先
ず
最
初
の
説
は
芋
づ
る
式
の
関
係
者
の
逮
捕
、
と
で
も
い
う
べ
き
解
釈
で
あ
る
。
「
逮
」
に
は
「
及
」
と

い
う
訓
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
供
述
の
中
で
言
及
さ
れ
た
人
物
を
こ
と
ご
と
く
捕
ら
え
る
の
で
あ
る
」
と
の
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
「
逮
」
が
現
行
犯
逮
捕
の
意
で
使
わ
れ
る
例
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
取
調
が
進
行
し
て
お
り
、
そ
の

過
程
で
事
件
へ
の
関
与
が
明
ら
か
と
な
っ
た
人
間
を
拘
束
す
る
の
が
「
逮
」
で
あ
る
。
基
本
的
に
裁
判
は
　
つ
の
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
、
従

っ
て
取
調
の
必
要
が
生
じ
た
人
物
が
管
轄
外
に
い
る
場
合
は
、
遠
隔
地
か
ら
で
も
裁
判
を
進
め
て
い
る
機
関
に
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
か
ら

「
囚
人
を
護
送
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
師
古
の
或
説
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
書
に
は
例
え
ば
項
羽
の
お
じ
、
項
梁
が
「
逮
」
を
受
け
た
記
事
が
見
え
る
。

　
　
項
梁
嘗
て
櫟
陽
の
逮
有
り
、
乃
ち
薪
の
獄
橡
曹
餐
に
書
を
請
い
て
櫟
陽
の
獄
橡
司
馬
欣
に
抵
て
、
故
を
以
て
箏
の
已
む
を
得
（
『
史
記
騙
項
羽
本
紀
）
。

櫟
陽
県
で
進
行
す
る
裁
判
に
関
連
し
て
項
梁
を
取
り
調
べ
る
必
要
が
生
じ
、
こ
れ
を
呼
び
出
す
手
続
き
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
骨
梁
は
櫟
陽

へ
出
頭
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
曹
餐
に
取
り
な
し
を
頼
ん
で
事
な
き
を
得
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
召
喚
に
当
た
っ
て
は
捕
吏
が
直
接
派
遣
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
書
状
が
被
召
喚
者
の
在
所
に
送
ら
れ
た
。
前
漢
末
に
東
郡
太
守
径
義
が
反
王

葬
の
挙
兵
を
謀
り
、
一
味
に
東
郡
出
身
の
王
孫
慶
を
引
き
込
も
う
と
し
た
が
、
当
時
慶
は
京
師
に
い
た
た
め
、
こ
れ
を
呼
び
寄
せ
る
べ
く
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
重
罪
が
あ
る
と
の
偽
書
類
が
京
師
に
送
ら
れ
、
そ
の
身
柄
を
東
郡
に
ま
で
護
送
さ
せ
て
い
る
（
『
漢
書
騙
狸
義
伝
）
。
こ
の
と
き
送
付
さ
れ
た
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書
類
が
「
逮
書
」
と
呼
ば
れ
る
召
喚
状
で
あ
る
。

　
武
帝
の
時
、
准
南
王
劉
安
の
太
子
を
訴
え
る
者
が
あ
り
、
そ
の
調
査
が
廷
尉
と
河
南
郡
に
委
ね
ら
れ
た
。
河
南
郡
は
太
子
を
召
喚
し
た
が
、

幸
い
皇
帝
の
命
が
下
り
「
即
訊
」
、
つ
ま
り
取
り
調
べ
る
側
が
出
向
い
て
供
述
を
聴
取
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
准
南
王
の
意
に
お
も
ね

っ
た
寿
春
県
丞
が
「
太
子
の
逮
を
留
め
」
て
送
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
後
B
判
明
し
、
不
敬
の
沓
で
弾
劾
さ
れ
て
い
る
。
如
淳
が
「
太
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

逮
書
を
遣
ら
ざ
る
な
り
」
と
注
す
通
り
、
「
逮
を
留
め
た
」
と
は
召
喚
状
を
故
意
に
伝
送
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
寄
書
」
が

居
延
漢
簡
に
も
見
え
る
。

　
　
遽
　
戌
卒
竹
富
安
成
里
王
福
字
子
文
敬
以
　
遽
書
捕
得
福
盗
械
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
果
・
一
七
、
　
塁
・
一
九
図
二
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
簡
は
収
繋
の
事
実
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
あ
た
り
、
永
田
英
正
氏
が
「
罪
状
と
処
罰
の
記
録
」
と
さ
れ
た
文
書
に
類
似
す
る
。
こ
の
簡

か
ら
王
重
な
る
戌
卒
が
「
逮
書
」
に
も
と
づ
い
て
捕
ら
え
ら
れ
、
収
繋
さ
れ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、
「
逮
書
」
の
内
容
は
窺
え
な
い
。
だ

が
同
じ
く
居
延
簡
に
、

　
　
剛
率
郡
元
城
還
書
日
命
髭
鉗
答
二
百
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
P
T
五
　
・
四
七
〇
）

と
い
う
簡
が
あ
り
、
血
忌
の
元
城
県
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
「
反
動
」
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
命
」
と
は
髭
鉗
答
二

百
の
刑
徒
を
「
召
喚
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
類
似
の
簡
に
、

　
　
図
干
網
延
所
命
髭
鉗
鉄
左
止
洛
都
母
崔
□
騒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
3
3
二
七
二
ニ
ニ
図
九
四
）

が
あ
る
。
「
洛
都
」
は
上
郡
所
属
の
県
、
「
母
崔
…
…
」
は
曲
名
か
、
人
名
か
不
明
で
あ
る
。
居
延
が
上
郡
洛
都
県
出
身
の
刑
徒
某
を
召
喚
し
て

い
る
逮
書
、
或
い
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
記
録
と
考
え
た
い
。
最
後
の
二
面
は
刑
徒
を
呼
び
出
し
の
対
象
と
し
て
お
り
、
召
喚
状
と
理
解
す
る
よ

り
も
逃
亡
中
の
刑
徒
を
捕
ら
え
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
「
手
配
書
」
と
し
た
ほ
う
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
以
上
よ
り
「
逮
」
と
は
裁
判
に
限
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ず
特
定
の
人
物
の
拘
束
・
護
送
を
然
る
べ
き
機
関
に
要
請
す
る
手
続
き
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
逮
書
に
よ
っ
て
召
喚
を
受
け
た
者
が
官
に
出
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
の
を
「
会
逮
」
と
い
う
。
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以
上
が
裁
判
棚
度
に
お
け
る
発
覚
地
点
主
義
と
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
召
喚
の
手
続
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
原
則
に
過
ぎ

な
い
。
こ
う
し
た
原
則
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
事
例
も
あ
る
。

　
被
告
が
高
位
者
で
あ
る
場
合
、
必
ず
し
も
逮
書
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
は
し
な
い
。
連
行
さ
れ
れ
ば
、
拘
禁
の
上
で
取
調
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
が
、
高
位
者
は
こ
う
し
た
恥
辱
か
ら
は
保
護
さ
れ
て
い
る
。
文
帝
七
年
（
前
一
七
三
）
に
は
二
千
石
以
上
の
官
僚
を
ほ
し
い
ま
ま
に
徴
捕
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
の
後
六
百
石
以
上
の
処
遇
も
悪
様
と
な
っ
た
。
取
調
が
必
要
な
も
の
の
拘
禁
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
場
合
は
取
調

べ
る
側
が
出
向
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
「
即
訊
」
と
い
う
。
拘
禁
も
や
む
な
し
と
判
断
さ
れ
れ
ば
皇
帝
に
認
可
を
求
め
た
上
で
逮
書
が
送
ら
れ
た
。

ま
た
裁
判
の
際
に
は
証
人
も
拘
禁
さ
れ
た
た
め
、
た
と
え
証
入
と
し
て
で
も
高
位
者
を
召
喚
す
る
に
は
皇
帝
の
認
可
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
し

た
煩
を
避
け
る
べ
く
、
高
位
者
の
証
言
が
必
要
な
場
合
に
は
裁
判
を
進
め
て
い
る
側
が
出
向
く
こ
と
も
あ
る
。
宣
帝
時
代
、
幼
少
時
の
帝
を
聖

王
で
養
う
の
に
功
が
あ
っ
た
と
一
人
の
蝉
が
名
乗
り
出
、
そ
の
取
調
が
液
庭
に
命
じ
ら
れ
た
。
碑
は
当
時
の
こ
と
を
知
る
者
と
し
て
御
史
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

丙
吉
の
名
を
挙
げ
る
が
、
露
量
が
撞
庭
に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
摘
庭
令
の
側
が
蝉
を
つ
れ
て
御
史
府
に
赴
い
て
い
る
。

　
身
柄
の
召
喚
が
禁
じ
ら
れ
る
局
面
の
あ
っ
た
こ
と
は
居
延
漢
意
か
ら
も
窺
え
る
。

　
　
移
入
在
所
県
道
官
県
道
官
獄
訊
以
報
之
勿
徴
述
徴
還
者
以
壇
移
獄
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
P
S
4
T
一
一
・
一
〇
一
）

　
　
　
…
…
在
所
の
県
道
の
官
に
移
入
し
、
そ
こ
で
取
調
べ
て
（
結
果
を
）
報
告
せ
よ
。
召
喚
し
て
は
な
ら
な
い
。
召
喚
し
た
場
合
は
「
檀
移
獄
」
の
廉
で
量
刑

　
　
　
す
る
。
…
…

背
後
に
如
何
な
る
理
由
が
あ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
在
所
の
獄
に
取
調
が
委
ね
ら
れ
、
「
徴
還
」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取

で
き
る
。
『
唐
律
疏
議
論
断
獄
十
三
に
見
え
る
よ
う
な
容
疑
者
の
移
送
を
め
ぐ
る
詳
細
な
規
定
が
存
在
し
た
の
か
、
現
時
点
で
は
不
明
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

①
睡
虎
地
響
簡
《
幽
幽
式
》
（
。
。
嘗
8
ら
。
。
〉
も
■
δ
ω
）

　
亡
白
面
　
二
親
髪
書
、
男
子
甲
自
詣
、
辞
日
、
士
五
（
伍
）
、

居
膳
里
、
以
通
二

月
不
識
日
去
亡
、
環
（
無
）
宣
坐
、
今
来
自
出
。
難
問
之
謄
議
事
定
、
以
二
月
丙

一
将
陽
亡
、
三
月
中
通
築
宮
廿
日
、
四
年
三
月
丁
未
籍
一
亡
五
月
十
日
、
母
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秦漢時代の裁判鰯度’（宮宅）

　
（
無
）
一
坐
、
莫
覆
問
。
以
甲
献
典
乙
根
診
、
今
富
屋
将
之
詣
論
、
敢
言
之
。

　
　
亡
自
出
　
郷
某
の
髪
書
。
「
男
子
の
甲
が
自
首
し
、
凹
士
伍
で
、
某
黒
に
居
佳
。

　
　
先
頃
二
月
某
日
に
逃
亡
し
た
。
他
に
罪
は
犯
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
今
自
首
し
ま

　
　
し
た
』
と
供
述
し
た
。
幽
こ
れ
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
名
前
・
身
分
は
確
認

　
　
で
き
た
。
二
月
出
子
に
放
蕩
し
て
逃
亡
し
、
三
月
中
に
は
宮
殿
を
築
く
労
役
を

　
　
逃
れ
る
こ
と
二
十
日
聞
、
簿
籍
に
は
四
年
三
月
丁
張
に
一
度
逃
亡
し
、
五
箇
月

　
　
と
十
日
間
に
わ
た
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
他
に
罪
は
犯
し
て
お
ら
ず
、
覆
間

　
　
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
甲
を
黒
典
乙
の
所
に
送
っ
て
本
人
と
確
認
さ
せ
、
乙
に

　
　
甲
を
つ
れ
て
〔
県
で
の
〕
量
刑
に
赴
か
せ
ま
す
。
以
上
報
告
い
た
し
ま
す
。

②
『
動
画
新
簡
』
（
文
物
出
版
祉
、
一
九
九
〇
）
所
載
の
F
ニ
ニ
↓
～
三
五
、

　
全
三
十
五
簡
か
ら
な
る
冊
書
で
あ
る
。
謝
一
九
九
～
に
日
本
語
訳
が
あ
る
。
以
下

　
《
候
栗
碁
所
責
君
恩
事
》
偲
書
の
理
解
は
基
本
的
に
籾
山
一
九
九
二
に
従
っ
た
。

③
瀟
吉
門
五
行
大
義
』
所
引
、
翼
奉
の
所
謂
「
五
官
六
府
」
に
は
「
游
禽
亭
長
外

　
部
吏
、
尊
属
功
曹
。
」
と
あ
り
、
厳
耕
望
氏
は
こ
れ
に
拠
っ
て
游
微
と
は
実
際
は

　
県
の
職
の
、
分
か
た
れ
て
外
部
に
あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
厳
一
九
六
一
、
二
四

　
〇
頁
）
。

④
彰
一
九
九
三
、
三
四
頁
、
及
び
　
九
九
五
、
四
四
頁
。

⑤
及
東
郡
王
孫
慶
素
有
勇
略
、
引
明
兵
法
、
徴
在
京
師
、
義
乃
詐
移
書
以
重
罪
伝

　
逮
慶
。
（
『
漢
書
』
翌
義
伝
）
。

（【

j
供
述
聴
取 二

　
裁
判
の
進
行

⑥
太
子
学
用
剣
、
自
書
為
人
莫
及
、
聞
郷
中
雷
被
巧
、
召
与
戯
、
被
萱
再
辞
譲
、

　
誤
皇
太
子
。
太
子
怒
、
被
恐
。
臨
時
有
欲
従
軍
者
韓
詣
長
安
、
被
即
願
奮
撃
旬
奴
。

　
太
子
数
悪
被
、
王
使
郎
中
令
斥
免
、
欲
以
其
後
。
元
朔
五
年
、
被
遂
亡
之
長
安
、

　
上
害
自
明
。
事
下
廷
尉
・
河
南
。
河
南
治
、
逮
准
南
太
子
。
王
・
王
后
計
欲
母
遣

　
太
子
、
遂
発
露
。
計
未
定
、
猶
与
十
余
日
。
会
有
高
吉
島
太
子
。
濫
南
相
怒
寿
春

　
丞
留
太
子
逮
不
遣
（
註
、
如
露
日
、
丞
藩
王
意
、
不
二
太
子
逮
書
。
）
、
劾
不
敬
。

　
…
…
（
『
漢
書
僻
論
南
衡
山
導
北
王
伝
）
。

⑦
永
田
一
九
八
九
、
三
二
三
頁
。

⑧
後
漢
皇
帝
の
時
、
膠
束
侯
相
で
あ
っ
た
三
尉
は
殺
人
犯
を
捕
ら
え
る
が
、
母
を

　
辱
め
ら
れ
た
の
が
殺
入
の
動
機
で
あ
っ
た
と
知
っ
て
こ
れ
を
憐
れ
み
、
子
が
い
な

　
い
と
い
う
彼
の
た
め
に
そ
の
妻
を
故
郷
か
ら
呼
び
寄
せ
て
や
る
。
こ
の
妻
を
呼
び

　
出
す
手
続
き
も
「
逮
偏
と
さ
れ
て
い
る
（
『
後
漢
書
㎞
呉
祐
伝
）
。

⑨
一
例
を
挙
げ
る
。
門
（
文
帝
）
即
位
十
三
年
、
斉
露
量
令
淳
子
公
有
罪
当
刑
、
詔

　
獄
逮
繋
長
安
。
淳
子
公
無
男
、
有
五
女
、
当
行
会
逮
、
罵
其
女
扇
…
…
。
（
門
漢

　
書
』
刑
法
志
）
」

⑩
宮
宅
｝
九
九
六
、
七
か
ら
八
頁
。

⑪
是
時
、
腋
造
替
碑
則
令
民
夫
上
書
、
自
壮
言
南
阿
保
之
功
。
三
下
抜
庭
令
考
問
、

　
則
懸
垂
使
者
丙
吉
知
状
。
狼
庭
令
四
則
詣
御
史
府
麗
麗
吉
。
吉
識
、
謂
則
日
、

　
…
…
。
（
『
漢
書
』
丙
吉
伝
）
。

　
取
調
は
被
疑
者
や
関
係
者
の
供
述
聴
取
に
始
ま
り
、
こ
こ
で
各
人
の
供
述
が
書
き
留
め
ら
れ
る
。
そ
の
調
書
の
多
く
が
「
宜
如
～
」
と
結
ば

れ
る
。
「
～
」
の
部
分
に
は
「
劾
」
「
書
」
の
よ
う
に
被
告
の
罪
を
申
し
立
て
た
文
書
の
名
称
が
く
る
場
合
と
、
他
の
関
係
者
の
名
前
が
く
る
場
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合
と
が
あ
る
。

　
「
官
如
～
」
は
文
書
の
書
き
止
め
文
言
と
し
て
文
献
、
出
土
文
字
史
料
に
見
え
、
特
に
居
延
払
簡
に
は
「
聖
書
袋
書
」
と
い
う
文
言
が
三
見

す
る
。
籾
山
明
氏
は
そ
の
裳
書
に
関
す
る
論
考
の
な
か
で
「
宜
如
重
書
」
の
「
窃
」
字
を
「
そ
の
他
」
と
解
す
る
の
を
否
と
さ
れ
、
全
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
以
上
、
愛
書
と
す
る
」
と
い
う
程
の
愛
書
書
き
止
め
文
言
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
だ
が
《
奏
書
書
》
に
現
れ
る
「
吃
如
～
」
に
つ
い
て
検
討

す
る
隈
り
で
は
、
「
宣
」
字
は
「
そ
の
他
」
と
解
す
る
ほ
か
な
い
。
具
体
例
を
示
そ
う
。

⑰
は
牛
泥
棒
の
一
件
に
か
か
わ
る
裁
判
記
録
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
毛
と
い
う
人
物
が
現
行
犯
で
捕
ら
え
ら
れ
、
こ
う
供
述
す
る
。

　
　
毛
日
「
盗
士
五
（
伍
）
牝
牛
、
毒
吃
人
与
謀
。
」

　
　
　
毛
が
い
う
に
は
「
士
伍
牝
の
牛
を
盗
み
ま
し
た
。
他
人
と
共
謀
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
」
と
。

だ
が
共
犯
者
が
い
る
と
判
断
し
た
取
調
官
が
こ
れ
を
拷
問
に
か
け
、
毛
は
供
述
を
改
め
る
。

　
　
毛
改
田
「
廼
已
嘉
平
可
五
日
、
与
楽
人
講
上
士
五
（
伍
）
和
牛
、
牽
之
講
室
、
講
父
士
五
（
伍
）
望
見
。
」

　
　
　
毛
が
改
め
て
い
う
に
は
「
先
に
騒
祭
が
終
わ
っ
て
か
ら
五
日
ほ
ど
経
っ
た
こ
ろ
、
楽
人
の
講
と
と
も
に
士
伍
和
の
牛
を
盗
み
、
こ
れ
を
講
の
家
ま
で
牽

　
　
　
い
て
ゆ
き
ま
し
た
。
講
の
父
で
士
伍
の
処
が
こ
れ
を
目
撃
し
て
い
ま
す
。
」
と
。

と
こ
ろ
が
共
犯
者
と
さ
れ
た
講
は
労
役
に
服
す
る
た
め
十
一
月
に
は
威
陽
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
犯
行
は
十
二
月
置
こ
と
。
そ
こ
で
毛
は
再
び

言
を
ひ
る
が
え
す
。

　
　
毛
改
日
、
「
十
月
中
与
謀
日
、
…
…
。
到
十
一
月
復
謀
、
即
識
捕
而
縦
、
講
且
践
更
、
講
謂
毛
勉
二
上
牛
、
買
（
売
）
、
分
講
銭
、
到
十
二
月
已
嘉
平
、
毛

　
　
独
捕
、
牽
買
（
売
）
雍
而
得
。
」
宜
如
前
。

　
　
　
毛
が
改
め
て
い
う
に
は
「
十
月
中
に
共
謀
し
て
い
う
に
は
騨
…
…
』
と
。
十
一
月
に
ま
た
共
謀
し
、
〔
牛
を
〕
捕
ま
え
た
こ
と
が
す
ぐ
に
察
知
さ
れ
た

　
　
　
ら
手
放
〔
し
て
放
牧
地
に
戻
〕
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
講
は
労
役
義
務
期
間
に
入
る
と
き
、
私
に
隅
勉
め
て
一
人
で
牛
を
捕
ま
え
て
売
り
、
銭
を
お
れ

　
　
　
に
も
分
け
ろ
』
と
い
い
ま
し
た
。
十
二
月
に
な
っ
て
管
絃
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
私
は
～
人
で
牛
を
捕
え
、
こ
れ
を
牽
い
て
い
っ
て
雍
県
で
売
ろ
う
と
し
、
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秦漢時代の裁判制度（宮宅）

　
　
　
捕
ま
り
ま
し
た
」
と
。
そ
の
他
は
前
の
供
述
の
通
り
。

確
か
に
十
一
月
に
な
っ
て
講
は
成
陽
に
向
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
共
謀
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
供
述
が
「
壱
漸
騰
」

と
結
ば
れ
る
。
前
回
供
述
と
内
容
を
異
に
す
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
を
「
以
上
が
前
回
の
供
述
で
あ
る
」
と
い
う
方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き

ま
い
。
や
は
り
補
足
説
明
し
た
事
項
に
対
し
て
「
そ
の
他
」
、
す
な
わ
ち
犯
行
の
正
確
な
日
付
や
処
が
目
撃
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
前

回
の
供
述
と
変
動
な
し
、
と
し
て
供
述
聴
取
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
う
し
た
例
が
存
在
す
る
以
上
、
《
奏
講
書
》
申
の
「
宮
」
字
は
「
そ
の
他
」
と
解
す
る
し
か
な
い
。
な
ら
ば
供
述
の
末
尾
に
く
る
「
宣
如

某
々
」
と
は
聴
取
さ
れ
た
供
述
と
他
人
の
供
述
と
を
比
較
し
、
「
そ
の
他
は
某
々
の
供
述
と
異
同
な
し
」
と
し
て
調
書
を
締
め
く
く
る
文
言
と

な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
供
述
は
す
で
に
作
成
、
提
出
さ
れ
た
文
書
を
強
く
意
識
し
て
く
く
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
供
述
を
聴
取
す
る
官
吏
の
傍
ら

に
は
既
に
提
出
さ
れ
た
告
発
状
や
供
述
書
が
置
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
新
た
に
聴
取
さ
れ
た
供
述
が
既
作
成
の
文
書
と
田
鶴
を
来
せ
ば
、

そ
の
矛
盾
を
問
い
糾
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
裁
判
の
次
な
る
段
階
、
「
詰
問
］
に
属
す
る
が
、
文
書
を
参
照
し
つ
つ
進
め
ら
れ
る
こ
の
詰

問
を
「
簿
責
」
「
急
撃
」
と
い
う
。
武
帝
の
時
、
不
敬
の
餐
で
獄
に
繋
が
れ
た
灌
夫
を
救
お
う
と
贅
嬰
が
そ
の
無
実
を
訴
え
る
。
武
州
は
嬰
の

訴
え
を
聴
き
、
朝
廷
で
夫
の
罪
を
弁
じ
さ
せ
た
が
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
御
史
に
命
じ
て
嬰
を
「
簿
責
」
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

述
が
「
不
雛
」
で
あ
っ
た
た
め
か
え
っ
て
嬰
が
都
司
空
の
獄
に
繋
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不
離
、
す
な
わ
ち
一
致
し
な
い
、
相
応
し
な
い
、
と

は
嬰
の
供
述
を
夫
の
供
述
書
や
そ
の
他
の
記
録
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
顔
師
古
は
「
簿
責
」
に
「
文
簿

を
以
て
＝
こ
れ
を
責
す
る
な
り
」
と
注
す
る
が
、
た
だ
供
述
を
書
き
記
し
つ
つ
問
い
つ
め
た
の
で
は
な
く
、
新
た
に
得
ら
れ
た
嬰
の
供
述
書

と
既
存
の
文
書
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
も
含
め
て
「
簿
責
」
と
い
う
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
告
発
状
、
供
述
書
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
っ
て
た
だ

一
つ
の
真
実
、
事
実
関
係
を
導
き
だ
し
、
そ
れ
に
然
る
べ
き
律
令
を
当
て
る
の
が
秦
漢
時
代
の
裁
判
で
あ
る
。
徹
底
し
た
文
書
主
義
、
他
の
文

書
を
強
く
意
識
し
た
形
で
結
ば
れ
る
調
書
の
形
式
は
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
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（
二
）
詰
問
1
一
事
実
関
係
の
究
明

　
被
疑
者
・
関
係
者
の
供
述
を
聴
取
し
終
わ
る
と
、
こ
れ
に
対
す
る
詰
問
が
始
ま
る
。
詰
問
は
供
述
中
の
矛
盾
点
・
問
題
点
を
指
摘
し
て
そ
れ

に
対
す
る
釈
明
を
求
め
る
形
で
進
め
ら
れ
る
。
釈
明
に
問
題
が
残
れ
ば
更
に
詰
問
が
繰
り
返
さ
れ
、
被
疑
者
が
「
罪
。
知
解
　
　
罪
を
認
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

釈
明
の
し
ょ
う
が
な
い
！
」
と
罪
に
服
す
こ
と
に
よ
り
終
了
す
る
建
て
前
で
あ
る
。

　
詰
問
す
べ
き
第
一
点
は
供
述
者
が
弄
し
た
虚
言
で
あ
る
。
告
発
書
や
供
述
書
を
突
き
合
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
問
に
矛
盾
が
あ
れ
ば
、
ど
こ
に
虚

偽
が
あ
る
の
か
追
及
さ
れ
る
。
㊧
で
は
孔
な
る
人
物
に
傷
害
の
容
疑
が
か
け
ら
れ
る
が
、
彼
は
自
分
は
刀
を
帯
び
た
こ
と
も
な
い
と
供
述
す
る
。

だ
が
彼
か
ら
刀
の
鞘
を
貰
っ
た
と
い
う
者
が
現
れ
、
且
つ
妻
や
娘
も
孔
が
平
素
よ
り
帯
刀
し
て
い
た
と
証
言
し
た
た
め
、
誰
が
虚
言
を
弄
し
て

い
る
の
か
問
い
糾
さ
れ
、
結
局
孔
が
帯
刀
の
事
実
を
認
め
た
。
こ
の
場
合
容
疑
者
の
み
が
詰
問
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
〔
鞘
を
貰
っ
た
と
名
乗
り

出
た
〕
僕
と
孔
を
詰
澄
し
た
」
「
娘
と
孔
を
詰
早
し
た
」
と
い
う
旦
一
合
に
証
人
に
当
た
る
入
間
も
詰
問
を
受
け
た
。
供
述
が
　
致
し
な
い
の
は

何
ら
か
の
姦
偽
が
あ
る
証
拠
で
あ
り
、
事
実
関
係
を
確
定
す
べ
く
矛
盾
す
る
供
述
を
行
っ
た
双
方
が
詰
問
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
虚
醤
を
弄
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
行
為
が
正
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
供
述
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
為
が
罪
に
当
た
る
と
承
伏
さ
せ
る
の

も
詰
問
の
段
階
に
属
す
。
そ
の
際
律
令
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
供
述
者
と
取
調
官
の
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
③
は
閾
と
い
う
臨
瀦
の
獄

史
が
、
も
と
の
斉
田
氏
の
一
族
で
南
と
い
う
女
子
を
長
安
へ
護
送
す
る
道
中
、
こ
れ
を
自
分
の
妻
と
し
、
連
れ
だ
っ
て
斉
に
帰
ろ
う
と
し
た
事

件
を
記
録
す
る
。
關
は
南
を
勝
手
に
妻
と
し
、
匿
ま
っ
た
罪
は
認
め
た
も
の
の
、
「
従
諸
侯
来
誘
一
故
意
に
諸
侯
国
か
ら
や
っ
て
き
て
漢
の

民
を
自
国
に
誘
っ
た
…
」
罪
に
は
当
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　
　
關
日
「
来
送
南
而
取
（
嬰
）
為
妻
、
非
来
誘
也
。
吏
以
為
好
及
匿
南
、
罪
、
母
解
。
」

　
　
　
關
が
い
う
に
は
「
南
を
送
っ
て
行
く
途
中
で
こ
れ
を
嬰
っ
て
妻
と
し
た
の
で
あ
り
、
〔
故
意
に
〕
や
っ
て
來
て
〔
漢
の
民
を
〕
誘
っ
た
の
で
は
あ
り
ま

　
　
　
せ
ん
。
吏
が
「
好
」
及
び
爾
を
匿
ま
っ
た
罪
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
罪
を
認
め
ま
す
。
釈
明
の
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。

対
す
る
役
人
は
律
が
「
従
諸
侯
来
誘
」
を
禁
じ
る
理
由
を
説
き
、
そ
の
罪
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
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幽
詰
閾
「
律
所
以
禁
従
諸
侯
来
囲
者
、
令
宣
国
母
得
取
（
嬰
）
宣
国
人
也
。
閲
難
不
承
来
、
而
実
題
漢
民
之
斉
国
、
即
従
諸
侯
来
誘
導
。
何
解
。
」

　
　
　
手
管
を
詰
問
し
た
。
「
律
が
『
従
諸
侯
乱
曲
』
を
禁
じ
る
、
そ
の
立
法
の
目
的
は
、
他
国
の
人
間
を
し
て
自
国
人
以
外
の
者
を
簸
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ

　
　
　
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
お
前
は
故
意
に
来
た
の
で
は
な
い
が
、
現
実
問
題
と
し
て
漢
の
民
を
誘
っ
て
斉
国
に
向
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
『
従
諸
侯
来
誘
』

　
　
　
に
あ
た
る
の
だ
。
何
と
釈
明
す
る
か
。
」

こ
の
詰
問
に
対
し
て
閾
は
弁
解
で
き
ず
、
罪
に
服
す
。
こ
う
し
た
や
り
と
り
か
ら
、
詰
問
を
行
う
官
吏
に
は
律
令
の
知
識
も
必
要
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
、
逆
に
律
令
に
習
熟
し
た
官
吏
の
み
が
詰
問
を
行
い
得
る
と
も
い
え
る
。
詰
問
損
当
者
が
判
明
す
る
の
は
⑰
と
⑳
だ
が
、
そ
こ
で
は

「
史
」
や
「
獄
史
」
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
詰
問
に
よ
っ
て
究
極
的
に
求
め
ら
れ
る
の
は
「
服
」
、
す
な
わ
ち
罪
状
の
自
認
で
あ
る
。
被
疑
者
が
自
ら
の
行
動
を
あ
り
の
ま
ま

に
告
白
し
、
そ
れ
が
刑
罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
後
は
こ
れ
に
然
る
べ
き
律
令
を
当
て
る
だ
け
で
あ
る
。
被
告
に
課
せ
ら
れ
る
刑

罰
を
ほ
ぼ
決
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
詰
問
は
非
常
に
重
要
な
手
続
き
で
あ
る
。

　
だ
が
完
全
な
服
罪
が
得
ら
れ
ず
、
被
疑
者
が
自
己
の
行
為
を
正
当
と
し
て
曲
げ
な
い
場
合
も
あ
る
。
特
に
律
令
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
疑
義
が

残
っ
た
①
か
ら
⑤
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
完
全
な
服
罪
を
も
っ
て
詰
問
が
完
了
し
て
は
お
ら
ず
、
①
で
は
「
重
々
母
解
」
、
⑤
で
は
「
存
吏

当
面
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
案
件
⑤
は
逃
亡
奴
隷
だ
と
認
告
さ
れ
た
人
間
が
、
捕
ら
え
ら
れ
る
際
に
い
わ
れ
の
な
い
扱
い
だ
と
捕
吏
に

手
向
か
い
、
こ
れ
に
傷
を
負
わ
せ
た
事
件
で
あ
る
。

幽
詰
武
「
武
錐
不
当
受
軍
慮
（
奴
）
、
視
山
繭
捕
武
、
武
宜
聴
視
、
重
合
与
吏
弁
是
不
当
状
、
乃
格
闘
、
以
剣
撃
傷
視
、
義
賊
傷
人
也
。
寡
髪
。
」
幽
武
日

「
自
以
非
軍
亡
奴
、
母
罪
、
視
捕
武
、
心
悉
、
誠
以
剣
撃
傷
視
、
吏
以
為
払
子
傷
人
、
存
吏
当
罪
。
訳
解
。
」

　
禽
武
を
こ
う
詰
問
し
た
。
「
確
か
に
お
前
は
軍
の
奴
と
な
る
い
わ
れ
は
な
か
っ
た
が
、
視
が
告
発
を
承
け
て
お
前
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
以
上
、
視
の

　
言
う
こ
と
を
聴
き
、
し
か
る
後
吏
と
奴
と
さ
れ
る
是
非
に
つ
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
な
ん
と
抵
抗
し
、
剣
で
視
を
撃
ち
傷
を
負
わ

　
せ
た
。
こ
れ
は
人
を
影
響
し
た
罪
で
あ
る
。
何
と
釈
明
す
る
か
。
」
爾
武
が
い
う
に
は
「
思
う
に
宙
分
は
軍
の
熱
奴
で
は
な
く
、
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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と
こ
ろ
が
視
が
私
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
頭
に
き
て
、
確
か
に
剣
で
視
を
撃
ち
傷
を
負
わ
せ
ま
し
た
。
お
役
人
が
こ
の
行
為
を
人
を
賊
傷
し
た
の

　
　
　
だ
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
お
役
人
の
お
考
え
か
ら
す
れ
ば
お
っ
し
ゃ
る
趨
り
、
罪
に
当
た
り
ま
す
。
釈
明
の
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
存
吏
」
に
つ
い
て
は
そ
の
意
が
判
然
と
せ
ず
、
池
田
雄
一
氏
の
「
吏
の
判
断
に
存
っ
て
は
」
と
い
う
訳
に
暫
く
従
っ
て
お
く
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
取
調
官
の
振
り
か
ざ
す
道
理
に
己
の
罪
を
認
め
な
が
ら
も
一
方
で
は
不
服
を
拭
い
切
れ
ぬ
心
中
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
確
か
に
詰
問
の
最
終
目
標
は
「
服
」
で
あ
り
、
罪
を
認
め
た
被
告
が
甘
ん
じ
て
刑
に
就
く
の
が
建
て
前
で
あ
る
。
そ
れ
故
被
告
の
行
為
が
刑

罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
承
伏
さ
せ
よ
う
と
詰
問
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
だ
が
明
確
な
罪
状
自
認
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
次
の
段
階
に
進
め

な
い
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
被
告
の
行
為
を
如
何
に
評
価
し
、
そ
れ
に
如
何
な
る
律
令
を
当
て
る
か
と
い
う
判
断
は
詰
問
以
降
の
段
階
に

属
す
。
結
局
詰
問
に
お
い
て
最
低
成
し
遂
げ
ら
る
べ
き
は
事
実
関
係
の
確
定
で
あ
り
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
れ
ば
裁
判
は
次
の
段
階
に
進
ん
で
行

く
の
で
あ
る
。
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（
三
）
診
問
－
分
業
よ
り
総
括
へ

　
詰
問
が
終
了
す
る
と
続
い
て
診
問
が
行
わ
れ
る
。
単
に
「
問
」
と
し
て
現
れ
る
の
が
殆
ど
だ
が
、
⑯
で
は
こ
の
手
続
き
が
「
診
問
」
と
さ
れ

て
お
り
、
詰
問
後
の
「
問
」
が
診
問
の
略
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
⑤
で
「
問
、
…
…
診
如
辞
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
「
診
問
し
た
と
こ
ろ
…
…

で
あ
り
、
診
問
結
果
は
供
述
の
通
り
だ
っ
た
」
と
の
謂
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
多
く
の
案
件
で
「
問
如
辞
－
診
問
し
た
と
こ
ろ
供
述
の
通

り
だ
っ
た
　
　
」
の
三
文
字
で
片
づ
け
ら
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
今
の
所
こ
の
「
診
問
」

が
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
定
義
を
示
さ
れ
て
い
る
の
は
飯
尾
秀
幸
、
池
田
雄
一
両
氏
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
ま
ず
飯
尾
氏
は
こ
の
段
階
を
「
人
定
質
問
」
と
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
こ
で
年
齢
・
居
住
地
・
爵
位
・
前
科
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
氏
の

定
義
は
診
問
段
階
で
確
認
さ
れ
る
事
項
か
ら
帰
納
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
反
証
も
存
在
す
る
。
先
ず
⑮
の
診
問
部
分
。

　
　
問
、
恢
盗
減
（
賊
）
過
六
百
六
十
銭
、
石
亡
不
訊
。
官
如
辞
。
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〔
診
〕
隠
し
た
と
こ
ろ
、
恢
が
盗
ん
だ
物
品
〔
の
額
〕
は
六
百
六
十
銭
を
超
え
て
お
り
、
石
は
逃
亡
中
で
訊
問
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
は
供
述
の
通
り
。

こ
こ
で
は
恢
の
鎌
額
が
六
百
六
十
銭
を
超
え
る
こ
と
、
共
犯
の
一
人
で
あ
る
石
は
逃
亡
中
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
鍼
額

の
確
認
も
人
定
質
問
の
一
環
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
続
い
て
案
件
⑯
。

　
　
諮
問
蒼
・
信
・
丙
・
着
着
関
内
侯
。
信
有
誤
認
、
居
豊
野
楊
里
、
故
右
庶
長
、
以
堅
守
臨
港
、
賜
爵
為
広
武
雄
、
秩
六
百
石
。
手
心
賢
君
、
居
新
郵
都
隠

　
　
（
？
）
里
。
贅
威
霊
君
、
居
故
市
部
。
丙
五
大
夫
、
広
徳
里
。
皆
故
竃
馬
。
属
漢
以
節
士
。
非
諸
侯
子
。
布
・
余
及
襟
当
囲
者
書
論
。
宅
如
辞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
蒼
・
信
・
丙
・
贅
が
関
内
福
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
診
旧
し
た
と
こ
ろ
、
信
に
は
諸
侯
子
が
あ
り
、
雛
陽
楊
里
に
居
住
、
も
と
の
右
庶
長
、
榮
陽
を

　
　
　
堅
守
し
た
功
績
で
爵
を
賜
っ
て
広
武
君
と
な
り
、
秩
は
六
百
石
で
あ
っ
た
。
蒼
は
壮
平
君
、
新
轟
轟
隠
里
に
居
住
。
贅
は
威
儲
君
、
故
市
里
に
居
住
。

　
　
　
丙
は
五
大
夫
、
広
徳
里
〔
に
居
住
〕
。
〔
だ
が
こ
れ
ら
の
爵
は
〕
皆
も
と
の
楚
爵
で
あ
り
、
漢
爵
に
お
い
て
は
士
に
比
定
さ
れ
る
。
諸
侯
子
で
も
な
か
っ
た
。

　
　
　
布
・
余
及
び
そ
の
他
の
罪
に
坐
す
べ
き
者
に
つ
い
て
は
県
が
量
刑
し
た
。
そ
の
他
は
供
述
の
通
り
。

確
か
に
爵
位
の
高
下
を
確
認
す
る
こ
と
に
診
問
の
屋
的
が
絞
ら
れ
て
い
る
が
、
県
が
す
で
に
量
刑
し
た
者
が
い
る
旨
最
後
に
申
し
添
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
人
定
質
問
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
確
認
事
項
で
あ
る
。
最
後
に
案
件
⑱
。

　
　
問
、
南
郡
復
吏
到
紋
、
仮
還
（
逮
）
鑑
未
来
、
未
必
新
府
首
当
捕
者
名
籍
。
駐
来
会
曇
日
、
義
死
、
自
以
有
罪
、
無
籍
去
亡
、
得
覆
。
視
氏
所
言
開
、
居
｝

　
　
寒
中
者
、
不
署
前
後
発
、
母
章
、
雑
不
可
智
（
知
）
。
南
郡
復
照
顧
以
蓋
置
令
脩
（
枚
）
誘
召
最
（
聚
）
城
中
、
謁
（
？
）
訊
傅
先
後
以
別
、
捕
般
（
繋
）
戦
北
者
。

　
　
獄
留
盈
卒
歳
、
不
具
断
、
蒼
梧
守
則
藩
論
疇
□
□
自
立
五
器
口
銭
及
吏
卒
不
救
援
同
等
昌
昌
者
、
頗
不
具
、
別
奏
、
酒
面
辞
。

　
　
　
〔
診
〕
問
し
た
と
こ
ろ
、
南
郡
の
取
調
顎
当
者
が
仮
寧
に
至
っ
た
時
、
仮
県
は
昆
を
召
喚
し
て
い
な
が
ら
そ
の
身
柄
は
ま
だ
到
着
し
て
お
ら
ず
、
〔
兵
と

　
　
　
な
っ
た
〕
新
国
民
の
内
、
誰
を
捕
え
る
べ
き
か
記
し
た
名
籍
も
な
か
っ
た
。
勉
が
会
建
（
不
明
。
会
逮
　
　
召
喚
に
応
じ
て
出
頭
！
の
誤
か
。
）
し
て

　
　
　
　
い
う
に
は
『
義
は
戦
死
し
ま
し
た
。
自
分
は
罪
を
責
め
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、
名
籍
を
棄
て
て
逃
亡
し
た
が
、
…
…
捕
ま
え
ら
れ
た
…
…
。
』
と
。
氏
が

　
　
　
供
述
し
た
所
の
名
籍
を
検
分
し
た
と
こ
ろ
、
一
つ
の
箱
の
中
に
保
管
さ
れ
た
名
籍
に
は
、
前
に
徴
発
し
た
か
後
で
徴
発
し
た
か
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
　
　
印
章
も
な
く
、
混
じ
り
あ
っ
て
〔
薪
国
民
の
う
ち
誰
を
捕
ら
え
る
べ
き
か
〕
分
か
ら
な
か
っ
た
。
南
郡
の
取
調
担
当
者
は
知
恵
を
働
か
せ
て
紋
県
令
に
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命
じ
て
〔
新
国
民
を
〕
招
撫
し
て
城
中
に
集
め
さ
せ
、
名
籍
に
傅
さ
れ
た
先
後
を
訊
ね
て
区
別
し
、
そ
の
上
で
討
伐
に
赴
き
、
戦
っ
て
逃
亡
し
た
者
を

　
　
　
捕
ら
え
た
。
裁
判
は
な
か
な
か
進
ま
ず
年
も
改
ま
っ
た
が
、
結
審
し
て
は
い
な
い
。
蒼
梧
県
の
守
令
は
已
に
…
…
蝕
、
及
び
義
心
を
救
援
せ
ず
逃
亡
し

　
　
　
た
吏
卒
を
告
発
し
て
羅
刑
し
た
が
、
頗
る
不
備
で
あ
り
、
別
に
上
奏
し
た
。
〔
以
上
が
明
ら
か
と
な
り
〕
そ
の
他
は
供
述
の
通
り
。

こ
れ
に
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
全
問
の
書
き
止
め
文
言
は
「
如
辞
」
で
あ
り
、
⑱
に
も
「
宣
旱
害
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
が
、
そ
の
前
方
に

八
字
再
読
不
能
の
文
字
が
あ
り
、
鮪
節
が
そ
の
不
明
箇
所
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
詰
問
の
末
に
庫
な
る
人
物
が
自
ら
の
罪

を
認
め
、
そ
の
後
に
「
問
南
郡
復
吏
」
が
続
く
と
い
う
整
理
小
組
の
配
列
に
従
い
、
上
記
を
以
て
帯
解
部
分
と
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
庫
の
取

調
と
は
別
に
進
め
ら
れ
た
逃
亡
兵
士
、
及
び
そ
れ
を
率
い
た
難
の
取
調
状
況
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
診
問
を
「
人
定
質
問
」
と
す
る
こ

と
は
で
き
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
一
方
、
池
田
氏
は
「
診
問
」
と
は
「
被
告
に
対
す
る
供
述
の
最
終
確
認
」
で
あ
り
「
被
告
に
よ
る
供
述
の
総
括
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
取
調

を
通
じ
て
明
か
と
な
っ
た
事
実
を
今
一
度
被
告
本
人
に
問
い
た
だ
す
手
続
、
と
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ
に
も
一
つ
問
題
が
あ
る
。

　
「
被
告
に
よ
る
供
述
の
総
括
」
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
慰
問
に
答
え
て
い
る
の
は
被
告
本
人
の
筈
で
あ
る
。
だ
が
診
間
中
に
は
被
告
で
は
な

く
取
調
担
当
者
の
言
辞
と
見
る
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
⑮
で
石
が
逃
亡
中
で
未
訊
問
で
あ
る
と
報
告
し
、
⑯
で
量
刑
済
み
の
者
に
言

及
し
て
い
る
の
は
被
告
本
人
で
は
あ
る
ま
い
。
⑱
で
他
所
で
進
行
申
の
取
調
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
の
も
同
じ
で
あ
る
。

　
年
齢
・
居
住
地
・
爵
位
・
前
科
の
確
認
に
し
て
も
、
そ
れ
は
果
た
し
て
被
疑
者
本
人
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
年
齢
や
爵
位

の
高
下
は
量
刑
を
左
右
し
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
重
要
事
項
が
被
疑
者
の
自
己
申
告
を
も
っ
て
「
最
終
確
認
」
さ
れ
た
の
か
。

　
睡
虎
地
秦
簡
《
封
診
式
》
に
は
県
で
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
被
疑
者
に
つ
い
て
郷
に
身
元
の
照
会
を
行
っ
た
事
例
が
見
え
る
。

　
　
鯨
妾
　
髪
書
。
…
…
（
略
）
…
…
爾
華
甲
告
某
郷
主
、
某
里
謡
大
夫
里
家
吏
王
土
乙
単
寧
、
日
、
乙
令
至
楽
顯
三
二
。
其
問
丁
丁
不
然
。
定
名
事
黒
、
所

　
　
坐
論
云
可
、
或
覆
問
母
有
、
以
書
雪
。
（
封
診
式
ω
貫
鵠
－
臨
も
」
誤
）

　
　
　
鯨
妾
　
袋
書
。
…
…
（
略
）
…
…
爵
難
論
某
が
某
郷
の
貴
任
者
に
告
げ
る
。
某
里
の
五
大
央
乙
の
糞
婆
で
あ
る
甲
が
乙
の
妾
で
あ
る
丙
を
連
行
し
て
き
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て
、
「
乙
が
私
に
丙
を
鯨
鋼
の
刑
に
当
て
る
よ
う
に
願
い
出
さ
せ
た
」
と
い
っ
た
。
そ
の
言
葉
の
通
り
か
ど
う
か
問
い
合
わ
せ
る
。
姓
名
・
身
分
・
戸

　
　
　
籍
は
何
と
定
め
ら
れ
る
か
、
か
つ
て
い
か
な
る
罪
に
坐
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
覆
問
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
無
い
か
。
文
書
で
報
告
せ
よ
。

少
な
く
と
も
秦
簡
の
時
代
に
は
郷
が
里
民
の
戸
籍
を
管
理
し
て
い
た
ら
し
く
、
被
疑
者
が
自
県
出
身
の
場
含
は
郷
に
こ
う
し
た
照
会
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
。
他
県
の
者
な
ら
ば
次
の
例
の
よ
う
に
そ
の
地
の
「
県
主
」
に
照
会
を
依
頼
し
、
記
録
官
を
戸
籍
の
あ
る
郷
に
派
遣
し
て
も
ら
う
。

　
　
有
鞠
　
敢
告
某
県
主
。
男
子
某
有
鞠
、
薬
日
、
士
五
、
居
某
里
。
善
事
名
富
里
、
所
坐
論
云
可
、
自
転
赦
、
或
覆
問
母
有
。
遣
識
者
以
律
封
守
、
当
騰
、

　
　
騰
皆
為
報
。
敢
止
解
王
。
（
封
診
式
ω
興
①
－
メ
や
謀
○
。
）

　
　
　
　
「
鞠
」
を
行
う
　
某
県
の
貴
任
者
に
告
げ
る
。
男
子
某
に
「
鞠
」
を
行
う
。
そ
の
供
述
で
は
「
士
伍
で
某
里
の
住
人
で
す
」
と
書
っ
て
い
る
。
姓
名
・

　
　
　
身
分
・
戸
籍
は
何
と
定
め
ら
れ
る
か
、
か
つ
て
い
か
な
る
罪
に
坐
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
い
か
な
る
罪
が
赦
免
を
受
け
た
か
、
覆
問
さ
れ
た
こ
と
は
あ

　
　
　
る
か
無
い
か
。
記
録
窟
を
派
遣
し
て
律
の
規
定
に
従
っ
て
封
印
し
、
写
し
を
作
成
し
て
、
写
し
は
す
べ
て
回
送
す
る
よ
う
に
。
以
上
通
達
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
供
述
聴
取
の
段
階
で
も
年
齢
等
は
問
わ
れ
る
。
居
痴
漢
簡
に
残
る
調
書
に
も
年
齢
や
身
分
の
申
告
に
始
ま
っ
て
い
る
も
の
が
見
え
る
。
だ
が

そ
れ
ら
は
自
己
申
告
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
必
ず
本
籍
地
に
照
会
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
田
段
階
で
確
認
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
照
会
を
通
じ
て
裏
の
取
ら
れ
た
年
齢
や
爵
位
で
あ
り
、
し
か
る
後
に
次
な
る
段
階
で
あ
る
「
鞠
」
へ
と
手
続
き
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
の
《
悪
質
式
》
が
「
零
落
」
と
い
う
題
を
持
つ
こ
と
は
、
「
鞠
」
に
進
む
に
当
た
っ
て
本
籍
地
へ
の
照
会
が
必

須
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

　
結
局
診
問
の
場
に
被
疑
者
本
人
の
姿
は
見
い
だ
せ
な
い
。
「
問
い
」
に
答
え
て
い
る
の
は
役
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
前
に
は
作
成
さ
れ
た

全
て
の
調
書
が
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
目
を
通
し
な
が
ら
、
量
飛
を
左
右
す
る
事
項
－
照
会
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
年

齢
・
爵
位
、
或
い
は
減
額
な
ど
　
　
が
確
認
さ
れ
、
調
書
を
取
ら
れ
て
い
な
い
人
間
が
い
れ
ば
そ
の
理
由
一
逃
亡
中
の
た
め
・
す
で
に
判
決

済
み
で
あ
る
た
め
　
　
が
問
わ
れ
、
裁
判
を
と
り
ま
く
そ
の
他
諸
々
の
状
況
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
上
で
供
述
内
容
に
誤
り
が
な
い
と
な
れ
ば
、

「
供
述
の
通
り
で
あ
っ
た
」
と
し
て
診
問
は
終
了
し
、
手
続
き
は
鞠
へ
と
進
む
。
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な
ら
ば
こ
う
し
た
手
続
き
が
、
こ
の
段
階
で
ふ
ま
れ
る
の
は
何
故
か
。
《
奏
群
書
》
に
は
複
数
の
「
史
」
が
供
述
聴
取
を
担
当
し
た
案
件
が

見
え
る
（
案
例
⑰
⑱
）
。
多
く
の
人
間
が
関
わ
っ
た
裁
判
な
ら
ば
一
人
の
吏
が
す
べ
て
の
供
述
を
聴
取
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
ま
た
関

係
者
全
員
が
県
衙
に
集
め
ら
れ
た
と
は
限
ら
ず
、
県
の
「
外
部
の
吏
」
た
る
郷
亭
の
吏
に
よ
っ
て
各
入
の
居
住
地
で
取
調
べ
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
ろ
う
。
供
述
聴
取
が
ま
ず
こ
う
し
た
分
業
、
分
担
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
量
刑
へ
と
裁
判
を
進
め
る
べ
く
、
明
ら
か
と

な
っ
た
事
実
関
係
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
る
。
叩
箸
が
行
わ
れ
る
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
事
件
の
全
体
像
が
余
す
こ
と

な
く
明
ら
か
と
さ
れ
、
裁
判
は
量
刑
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
役
人
た
ち
の
間
で
進
め
ら
れ
、
も
は
や
被
疑
者
が
主
体
的
に
そ

れ
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
被
疑
者
が
事
実
関
係
を
白
状
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
先
は
「
お
上
」
の
領
分
な
の
で
あ
る
。
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（
四
）
　
鞠
－
法
律
適
用
の
前
提
確
認

　
鞄
の
段
階
で
は
診
問
を
経
て
確
定
し
た
犯
罪
事
実
が
総
括
さ
れ
る
。
但
し
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
罰
せ
ら
る
べ
き
人
間
の
坐
せ
ら
る
べ
き

行
為
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
診
問
段
階
で
は
必
要
な
情
報
が
取
り
揃
え
ら
れ
、
事
件
の
全
体
像
が
総
括
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は

律
令
適
用
の
前
提
と
な
る
行
為
が
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
確
認
す
る
と
い
う
点
に
目
的
が
絞
ら
れ
て
い
る
。

　
　
禽
鞠
之
、
媚
故
点
魏
、
楚
時
亡
降
為
漢
、
不
書
名
数
、
点
得
、
占
数
復
碑
、
売
緑
所
、
媚
去
亡
、
年
歯
（
四
十
）
歳
、
得
。
皆
審
。

　
　
　
幽
調
べ
つ
く
し
た
結
果
と
し
て
「
媚
は
故
は
点
の
蝉
で
あ
っ
た
が
、
楚
の
時
に
逃
亡
し
て
漢
に
降
っ
た
。
が
、
名
数
を
戸
籍
に
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
点
は
こ
れ
を
捕
ま
え
、
名
数
を
申
告
し
て
ま
た
埠
と
し
、
緑
の
所
に
売
っ
た
が
、
媚
は
逃
亡
し
た
。
年
は
四
十
歳
で
逮
捕
さ
れ
て
い
る
」
と
判
明
し
た
。

　
　
　
全
て
相
違
な
い
。
（
案
件
②
）

こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
事
実
に
対
し
て
律
令
が
引
き
当
て
ら
れ
る
た
め
、
被
告
に
も
そ
れ
を
読
ん
で
聞
か
せ
、
律
令
適
用
へ
の
同
意
を
求
め
る
段

階
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
「
読
鞠
」
と
い
う
。

　
　
…
…
鄭
司
農
云
え
ら
く
、
「
書
を
読
ま
ば
則
ち
法
を
用
う
」
と
は
、
今
時
の
読
締
し
上
り
、
乃
ち
こ
れ
を
論
ず
る
が
如
し
。
…
…
（
疏
、
…
…
鞠
と
は
劾



　
　
囚
の
要
辞
を
謂
う
。
刑
を
行
う
の
時
、
読
み
已
り
て
乃
ち
其
の
罪
を
論
ず
る
な
り
。
）
（
『
周
礼
』
秋
官
小
司
冠
注
）

鞠
は
『
説
文
解
字
』
で
は
「
窮
舟
唄
人
」
と
さ
れ
（
＋
篇
下
）
、
「
究
明
し
尽
く
す
」
と
い
う
語
義
を
持
つ
。
そ
こ
か
ら
「
究
明
し
尽
く
さ
れ
た

事
実
関
係
」
、
す
な
わ
ち
疏
に
い
う
「
劾
囚
の
要
辞
」
と
い
う
意
味
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
読
響
が
判
決
を
前
に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
、

行
刑
の
前
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
部
分
が
残
る
が
、
或
い
は
こ
の
手
続
き
の
末
尾
を
く
く
る
「
審
」
と
は
、
被
告
の
同
意
を
も
得
た
上

で
「
相
違
な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
五
）
　
当
－
律
令
の
引
き
当
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
犯
罪
行
為
に
対
し
て
然
る
べ
き
律
令
、
刑
罰
を
引
き
当
て
る
こ
と
を
「
当
」
と
い
う
。
「
当
」
は
こ
う
し
た
引
き
当
て
を
記
し
た
文
書
、
と

い
う
意
で
名
詞
に
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　
　
律
、
賊
殺
人
葉
帯
。
幽
以
此
当
蒼
。
律
、
謀
黒
人
殺
人
与
賊
同
法
。
爾
以
此
極
信
。
律
、
縦
囚
与
同
罪
。
鱈
以
芸
当
丙
・
贅
。
当
之
、
信
・
蒼
・
丙
・
贅

　
　
皆
当
棄
市
。
殴
（
繋
）
。
新
郵
甲
・
丞
乙
・
獄
史
丙
治
。
為
奉
当
十
五
牒
、
上
謁
。
請
電
報
。
敢
雷
之
。

　
　
　
律
に
「
人
を
賊
殺
す
れ
ば
隷
書
」
と
あ
る
。
麟
こ
の
律
を
蒼
に
引
き
当
て
る
。
律
に
「
人
を
賊
殺
し
よ
う
と
謀
議
す
れ
ば
実
際
に
賊
し
た
者
と
法
を
同

　
　
　
じ
く
す
る
」
と
あ
る
。
翻
こ
の
律
を
信
に
引
き
当
て
る
。
律
に
「
囚
を
故
意
に
縦
せ
ば
〔
縦
し
た
囚
と
〕
同
罪
。
」
と
あ
る
。
響
こ
の
律
を
丙
・
贅
に

　
　
　
引
き
当
て
る
。
こ
れ
ら
の
律
を
引
き
当
て
る
と
、
信
・
蒼
・
丙
・
贅
は
自
棄
市
に
相
当
す
る
。
彼
ら
の
身
柄
は
囚
着
し
て
あ
る
。
新
郵
県
令
甲
・
丞

　
　
　
乙
・
獄
丁
丙
が
裁
判
を
担
当
。
上
申
書
計
十
五
通
を
つ
く
り
、
上
謁
す
る
。
詳
報
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
敢
え
て
こ
れ
を
言
う
。
（
案
件
⑯
）

こ
こ
に
見
え
る
「
奉
当
十
五
牒
」
と
は
「
奏
当
」
の
誤
で
は
な
い
か
。
図
版
が
未
公
開
で
あ
る
た
め
確
言
で
き
な
い
が
、
⑭
で
は
こ
れ
に
対
応

す
る
部
分
に
「
上
奏
位
付
」
と
あ
り
、
ま
た
「
奏
当
」
の
語
は
史
書
に
散
見
す
る
。
例
え
ば
『
漢
書
』
路
面
野
伝
に
は

　
　
上
奏
す
る
に
鄙
け
ら
れ
ん
こ
と
を
畏
れ
、
則
ち
鍛
練
し
て
周
く
こ
れ
を
護
る
。
蓋
し
奏
当
の
成
る
や
、
答
緕
こ
れ
を
聴
く
と
難
も
、
猶
ほ
以
弔
え
ら
く
死

　
　
し
て
余
享
あ
り
、
と
。
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と
あ
り
、
罪
状
及
び
そ
れ
に
引
き
当
て
る
べ
き
律
令
を
記
し
た
文
書
が
上
聞
に
付
す
べ
く
作
成
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
「
奏
当
」
と
呼
ん
だ
の

で
は
な
い
か
。

　
律
令
明
文
が
存
在
し
な
い
、
或
い
は
複
数
の
判
断
が
可
能
で
刑
を
量
定
し
き
れ
な
い
場
合
は
「
疑
某
罪
－
某
々
の
量
刑
に
疑
義
が
残
る

一
…
」
と
し
て
処
断
が
上
級
に
委
ね
ら
れ
る
。
①
か
ら
⑤
は
全
て
県
が
上
級
に
判
断
を
仰
い
だ
も
の
で
、
疑
義
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
県
が
量

刑
し
た
と
申
し
添
え
た
上
で
、
「
敢
認
之
…
一
上
申
い
た
し
ま
す
一
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
後
「
史
当
」
「
吏
当
」
「
吏
議
」
と
し
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

え
得
る
処
断
が
列
挙
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
部
分
を
県
で
作
成
さ
れ
た
判
決
案
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
だ
が
や
や
脇
に
落
ち
ぬ
点
が
残
る
。

　
漢
簡
中
の
上
行
文
書
が
年
月
日
、
発
儒
者
名
、
「
敢
言
之
」
に
始
ま
り
、
「
敢
雷
之
」
に
終
わ
る
書
式
を
持
つ
こ
と
は
周
知
に
属
す
。
①
か
ら

⑤
も
類
似
の
書
式
を
持
ち
、
年
月
日
、
上
申
者
、
「
敢
講
之
」
に
始
ま
り
、
上
申
内
容
が
述
べ
ら
れ
た
上
で
再
び
「
敢
講
之
」
が
現
れ
る
。
判

決
案
の
列
挙
が
県
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
と
、
二
度
目
の
「
敢
講
之
」
で
文
書
が
終
了
せ
ず
、
県
か
ら
の
上
申
内
容
が
さ
ら
に
続
く
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
①
②
⑤
に
お
い
て
は
二
度
目
の
「
敢
謝
之
」
の
後
に
「
署
某
発
－
某
々
が
発
し
た
と
の
署
名
あ
り
　
　
」
と
い
う
文
言
が
く
る
。
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

田
氏
は
こ
れ
を
「
講
へ
の
署
名
な
ら
び
に
移
書
に
当
た
っ
た
担
当
者
」
と
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
文
書
の
遣
り
取
り
を
め
ぐ
っ
て
「
発
」
と
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
通
常
「
移
書
」
で
は
な
く
「
開
封
」
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
「
署
某
発
」
と
は
送
ら
れ
て
き
た
文
書
を
開
封
し
た
者
の
名
を
記
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
よ
り
県
作
成
の
文
書
は
や
は
り
二
度
目
の
「
敢
講
之
」
で
終
了
し
、
そ
の
後
に
続
く
判
決
案
は
上
申
を
受
理
し
た
機
関
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
た
い
。
県
は
律
令
を
引
き
当
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
裁
判
の
経
過
を
記
し
た
文
書
を
作
成
、
封
毒
し
て
上
級
に
報
告
し

た
。
文
書
は
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
機
関
で
獄
史
な
ど
に
よ
り
開
封
さ
れ
、
そ
の
開
封
者
の
署
名
が
「
署
圏
発
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
文
書
を
受
け
取
っ
た
機
関
が
改
め
て
量
刑
す
る
の
だ
が
、
ま
ず
「
史
（
吏
）
当
－
史
（
吏
）
に
よ
る
法
の
引
き
当
て
」
の
段
階
で
考
え
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
判
決
案
が
列
挙
さ
れ
る
。
廷
尉
に
は
「
奏
講
義
」
が
置
か
れ
、
疑
獄
を
決
す
る
の
に
参
与
し
た
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
縁
史
た
ち
に
よ
っ
て
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疑
獄
に
対
す
る
判
決
案
が
練
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
廷
」
に
お
け
る
回
答
が
「
廷
報
」
で
あ
る
。

こ
の
判
決
案
が
「
廷
」
に
お
い
て
上
聞
さ
れ

「
廷
以
聞
」
i
て
決
定
が
下
さ
れ
る
。

魑
吏
議
、
閾
与
清
同
類
。
当
以
従
諸
侯
来
誘
論
。
幽
丁
田
、
当
以
好
及
精
読
春
罪
論
。
十
年
八
月
庚
申
朔
癸
亥
、
大
僕
不
害
行
廷
尉
事
、
謂
胡
野
夫
、
謙

獄
史
閾
、
講
固
有
審
。
廷
以
聞
、
閾
当
鯨
為
城
旦
、
宜
如
律
令
。

　
這
出
の
議
罪
は
、
一
つ
は
閲
は
清
と
同
類
で
あ
り
、
「
従
諸
侯
善
誘
」
で
量
刑
す
る
の
に
相
当
す
る
と
す
る
も
の
、
鯵
も
う
～
つ
は
「
好
」
及
び
鯨
春

　
に
当
た
る
も
の
を
匿
ま
っ
た
廉
で
董
刑
す
る
の
に
相
当
す
る
と
い
う
も
の
。
十
年
八
月
庚
申
朔
癸
亥
（
四
日
）
、
太
僕
公
上
竪
害
が
廷
尉
の
事
を
行
い
、

　
湖
県
の
令
に
謂
う
に
は
、
「
平
々
閾
の
一
件
を
上
申
し
て
き
た
が
、
上
申
は
ま
こ
と
に
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
。
廷
に
お
い
て
上
聞
し
た
と
こ
ろ
、
閲

　
は
鯨
城
旦
に
相
当
す
る
、
と
の
回
答
を
得
た
。
そ
の
他
は
律
令
の
通
り
に
せ
よ
。
」
と
。
（
案
件
③
）

麟
史
当
、
母
憂
当
要
（
腰
）
斬
。
或
田
不
当
論
。
鯵
廷
報
、
当
要
（
腰
）
斬
。

　
鱈
史
に
よ
る
刑
の
引
き
当
て
は
、
一
つ
は
二
心
は
要
斬
に
相
当
す
る
、
と
い
う
も
の
、
も
う
一
つ
は
量
刑
に
相
当
し
な
い
、
と
い
う
も
の
。
鰯
廷
で
の

　
回
答
、
腰
斬
に
相
当
す
る
。
（
案
件
①
）

　
回
答
を
示
し
て
い
る
の
が
ど
の
機
関
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
記
さ
れ
な
い
。
状
況
次
第
で
郡
と
も
中
央
の
廷
尉
と
も
皇
帝
自
身
と
も
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
か
し
用
語
は
一
貫
し
て
「
廷
」
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
い
う
「
廷
」
を
「
廷
尉
」
な
ど
の
特
定
の
機
関
を
指
す
も
の
と
す
る
よ
り
も
、

「
法
廷
」
、
つ
ま
り
裁
き
の
場
と
も
な
る
官
衙
の
「
中
庭
」
を
意
味
す
る
も
の
と
見
て
お
く
の
が
よ
か
ろ
う
。
当
て
る
べ
き
律
令
の
検
討
か
ら

「
廷
」
で
の
決
裁
を
経
て
、
疑
獄
に
も
回
答
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

①
籾
山
～
九
九
二
、
～
五
か
ら
一
七
頁
。

②
な
ら
ば
「
宮
如
添
書
」
を
ど
う
解
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
実
の
所

　
成
案
を
持
た
な
い
。
籾
山
氏
が
「
吃
」
を
「
そ
の
他
」
と
し
な
か
っ
た
の
は
《
候

　
粟
君
三
二
冠
恩
事
》
卜
書
の
分
析
に
眠
る
所
が
大
き
い
。
冊
書
に
は
冠
羽
の
供
述

　
を
記
し
た
二
通
の
輪
転
が
含
ま
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
宮
如
髪
書
」
と
結
ば
れ

て
い
る
。
二
通
の
髪
書
は
日
付
こ
そ
異
な
る
も
の
の
内
容
は
同
一
で
あ
り
、
冊
書

の
中
に
内
容
の
異
な
る
、
相
補
う
よ
う
な
「
そ
の
他
の
覆
工
」
は
存
在
し
な
い
。

従
っ
て
「
宣
如
袋
書
冊
を
「
そ
の
他
は
臨
書
の
通
り
」
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
所
説
に
対
し
て
敢
え
て
一
つ
の
可
能
性
を
提

示
す
る
な
ら
、
冊
書
を
構
成
す
る
文
書
が
候
粟
君
の
一
件
を
め
ぐ
っ
て
作
成
さ
れ
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た
す
べ
て
の
文
書
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
着
浮
し
た
い
。
確
か
に
現
存
す
る

　
冊
書
に
「
そ
の
他
の
髪
書
」
は
含
ま
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
居
簿
記
か
ら
甲
渠
候
窟

　
に
送
ら
れ
、
今
世
紀
に
な
っ
て
出
土
し
た
一
連
の
文
書
の
中
に
「
そ
の
他
の
髪

　
書
」
が
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
粟
君
と
冠
恩
の
一
件
を
め
ぐ
っ
て

　
は
現
在
出
土
し
て
い
る
以
外
に
も
多
く
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
筈
で
あ
る
（
冊
書

　
は
四
件
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
角
谷
一
九
九
六
は
欄
々
の
文
書
が
書
か
れ

　
た
場
所
や
書
き
手
が
相
違
す
る
こ
と
を
指
摘
し
（
二
～
六
か
ら
二
一
九
頁
）
、
鵜

　
飼
一
九
九
六
は
本
来
別
々
で
あ
っ
た
文
書
が
何
ら
か
の
目
的
で
編
集
さ
れ
た
可
能

　
性
を
推
測
す
る
（
三
三
頁
、
注
二
三
）
。
）
。
わ
け
て
も
一
方
の
当
事
者
、
栗
君
の

　
供
述
調
書
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
彼
の
認
書
が
袋
書
の
形
で
ま
と
め
ら

　
れ
て
お
り
、
冠
恩
の
供
述
は
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
い
う
な
れ
ば
「
以
上
に
述

　
べ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
粟
酒
の
供
述
を
記
し
た
裳
書
の
通
り
」
と
し
て

　
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

③
於
是
上
使
御
史
簿
責
嬰
、
所
言
灌
央
頗
不
齪
、
劾
繋
都
潤
空
。
（
註
、
師
古
日
、

　
簿
資
、
以
文
簿
＝
責
之
也
。
簿
音
歩
干
反
。
）
（
『
漢
書
㎞
灌
夫
伝
）

④
　
供
述
聴
取
か
ら
詰
問
に
至
る
手
続
き
は
睡
白
地
秦
簡
《
封
診
式
》
に
述
べ
ら
れ

　
る
。

　
　
訊
獄
　
凡
訊
獄
、
必
先
尽
聴
其
藷
而
書
之
、
各
展
其
辞
、
難
丁
番
詑
、
勿
庸
報

　
　
詰
。
其
雪
避
四
書
山
母
子
、
乃
以
詰
者
詰
之
。
詰
併
有
尽
言
書
其
解
辞
、
有
視

　
　
其
官
母
解
者
以
論
詰
之
。
詰
四
極
而
数
歯
、
更
署
不
服
、
其
伝
当
治
晒
者
、
乃

　
　
治
諒
。
治
諒
之
必
書
日
、
髪
書
、
以
某
数
更
言
、
母
解
辞
、
治
訊
某
。
（
。
・
貫

　
　
卜
⊃
ふ
も
■
竃
。
。
）

　
　
　
お
よ
そ
訊
獄
に
は
、
必
ず
先
ず
当
箏
者
の
言
い
分
を
す
べ
て
聴
き
、
そ
れ
を

　
　
　
文
書
に
記
録
せ
よ
。
各
自
に
陳
述
を
行
わ
せ
、
そ
の
詑
〔
い
つ
わ
り
〕
な
る

　
　
　
こ
と
を
知
っ
て
も
、
そ
の
た
び
ご
と
に
詰
問
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
供
述
が

　
　
　
す
べ
て
記
録
さ
れ
て
弁
解
が
な
け
れ
ば
そ
こ
で
詰
問
す
べ
き
事
を
詰
問
せ
よ
。

　
　
　
詰
問
し
た
ら
ま
た
そ
の
弁
解
を
す
べ
て
聴
き
記
し
、
さ
ら
に
他
の
弁
解
さ
れ

　
　
　
て
い
な
い
衷
が
ら
を
見
つ
け
た
な
ら
ば
、
も
う
一
度
そ
れ
を
詰
問
せ
よ
。
詰

　
　
　
問
さ
れ
て
返
答
に
窮
し
、
し
ば
し
ば
虚
言
を
述
べ
、
言
を
ひ
る
が
え
し
て

　
　
　
「
服
」
せ
ず
、
律
の
規
定
に
て
ら
し
て
答
掠
に
相
当
す
る
場
合
は
、
そ
こ
で

　
　
　
答
宣
せ
よ
。
箸
摩
し
た
場
合
は
必
ず
「
愛
書
。
某
は
し
ば
し
ば
供
述
を
ひ
る

　
　
　
が
え
し
、
弁
解
な
し
。
〔
よ
っ
て
〕
某
を
受
贈
し
た
」
と
記
せ
。
（
籾
山
一
九

　
　
　
八
五
、
五
四
九
頁
の
訳
を
引
用
。
）

　
「
解
」
字
に
つ
い
て
は
飯
島
一
九
九
六
に
言
及
が
あ
る
。

⑤
池
田
一
九
九
五
b
、
二
二
頁
。

⑥
飯
尾
　
九
九
五
、
九
七
頁
。

⑦
こ
の
部
分
を
「
蒼
・
信
・
丙
・
贅
は
皆
関
内
侯
で
あ
る
」
と
訳
す
と
、
後
文
に

　
「
丙
は
五
大
夫
」
と
あ
る
の
に
矛
盾
す
る
。
更
に
引
用
部
分
に
続
く
段
階
で
は
彼

　
ら
の
爵
位
が
「
皆
大
庶
長
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
爵
位
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
を
引

　
き
起
こ
し
て
い
る
。
私
見
と
し
て
は

　
　
～
、
関
内
侯
（
第
十
九
等
）
以
上
の
爵
を
持
つ
者
に
は
何
ら
か
の
刑
罰
上
の
恩
典

　
　
　
が
あ
る
。
そ
れ
故
都
ら
の
爵
位
が
関
内
侯
以
上
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
。

　
　
　
（
朱
紹
侯
氏
も
「
関
内
侯
で
あ
る
か
？
」
と
釈
す
べ
き
こ
と
、
指
摘
さ
れ
る

　
　
　
（
朱
7
九
・
兀
⊥
ハ
）
。
）

　
　
二
、
彼
ら
の
爵
位
が
判
明
、
何
れ
も
漢
爵
で
は
「
士
」
に
当
た
る
身
分
。

　
　
三
、
彼
ら
を
「
大
寮
長
（
第
十
八
等
）
以
下
」
の
範
購
で
扱
っ
て
よ
い
こ
と
を

　
　
　
確
認
。

　
と
手
続
き
が
進
行
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
整
合
的
に
理
解
で
き
る
と

　
考
え
る
。

⑧
池
田
一
九
九
五
a
、
一
二
〇
、
＝
～
三
頁
。
池
田
等
一
九
九
六
も
こ
れ
を
承
け

　
て
「
被
皆
に
身
分
・
年
令
・
戸
冠
・
居
所
な
ど
事
案
の
審
理
以
外
の
事
情
を
確
認

　
す
る
」
手
続
き
と
定
義
す
る
（
一
一
頁
）
。
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⑨
籾
由
一
九
八
五
、
五
三
八
買
以
降
、
（
ハ
）
県
郷
へ
の
通
達
、
に
拠
る
。

⑩
例
え
ば
「
（
略
）
…
・
－
乃
愚
書
、
験
問
恭
辞
理
、
上
国
、
居
延
臨
仁
里
、
年
廿

　
八
歳
、
姓
秦
氏
、
往
十
余
興
父
母
怪
死
、
与
男
伺
魔
兄
良
里
居
、
以
更
始
一
瓢
年
五

　
月
中
除
華
甲
累
累
逮
黙
長
（
E
P
F
一
三
・
憂
O
）
」
な
ど
。

⑪
籾
山
一
九
八
五
、
五
六
八
頁
、
注
四
三
。

⑫
飯
尾
一
九
九
五
、
九
七
頁
、
注
一
九
。
池
紐
氏
の
見
解
も
同
様
で
あ
る
。

⑬
池
田
一
九
九
五
a
、
＝
三
頁
。

⑭
例
え
ば
次
の
書
式
の
簡
は
書
信
を
開
封
し
た
記
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
其
一
封
呂
憲
印

　
　
書
三
封
　
　
一
封
玉
建
国
　
　
　
十
月
癸
巳
令
嗣
弘
発

　
　
　
　
　
　
　
一
封
李
勝
　
　
　
　
　
（
A
8
天
〇
二
合
＋
…
九
〇
・
蓋
　
図
一
塁
）

　
　
A
8
、
す
な
わ
ち
甲
旧
暦
官
に
送
ら
れ
て
き
た
書
信
三
篶
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

　
れ
を
封
印
し
て
あ
っ
た
判
の
田
文
を
控
え
、
何
時
誰
が
開
封
し
た
の
か
記
し
て
あ

　
る
。
睡
虎
併
載
簡
に
は
「
偽
書
扁
を
開
封
し
た
者
に
罰
金
を
課
す
規
定
が
見
え

　
（
《
法
律
戸
車
》
。
。
9
鵯
－
㎝
c
。
”
門
発
偽
書
」
）
、
開
封
看
の
名
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
留

　
め
て
お
く
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
因
る
も
の
だ
ろ
う
。
贋
果
肉
簡
の
申
に
は
送
付

　
さ
れ
た
文
害
の
背
面
に
開
封
者
の
氏
名
を
留
め
た
も
の
が
見
え
る
。

　
　
元
勲
元
年
十
月
甲
午
朔
戊
午
嚢
佗
守
候
護
移
肩
水
城
官
吏
自
言
責
奮
夫
華
嬰
一
1

　
　
如
牒
書
到

　
　
験
問
牧
責
報
如
律
令
（
正
面
）

三
裁
判
の
担
い
手

　
　
水
肩
塞
尉
印
　
　
　
　
　
即
B
薔
夫
□
発

　
　
十
月
壬
戌
卒
周
平
以
来
　
尉
前
　
二
黒
（
背
割
）
　
（
A
3
5
碁
六
・
九
　
図
八
O
）

　
傍
線
部
は
正
面
と
別
筆
。
A
3
5
は
眉
水
都
豊
艶
の
遺
肚
と
さ
れ
る
。
正
而
は
糞
他

　
候
官
か
ら
送
ら
れ
た
肩
水
城
、
す
な
わ
ち
將
水
都
尉
府
宛
の
文
書
で
あ
る
。
肩
水

　
候
官
が
こ
れ
を
取
り
次
い
だ
の
か
、
背
面
に
「
水
上
塞
尉
印
」
と
印
文
が
控
え
ら

　
れ
、
何
時
誰
が
持
っ
て
き
た
か
、
誰
が
開
封
し
た
か
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

　
《
奏
講
書
》
の
よ
う
に
正
懸
に
開
封
者
の
氏
名
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
も
の
は
現
今

　
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
。

⑮
功
次
補
廷
尉
文
学
卒
史
。
…
…
会
廷
尉
時
有
思
料
、
已
再
見
鄙
突
、
橡
史
莫
知

　
所
為
。
寛
為
雷
雲
意
、
橡
導
因
使
寛
為
奏
。
奏
成
、
読
之
皆
服
、
雪
白
廷
尉
湯
。

　
湯
大
豪
、
召
寛
与
語
、
乃
寄
其
材
、
以
為
橡
。
…
…
湯
由
是
郷
学
、
以
寛
為
奏
黙

　
撮
、
以
古
法
置
酒
疑
獄
、
甚
重
之
。
（
噸
漢
書
』
翠
雲
伝
）

⑯
飯
尾
氏
は
「
廷
」
を
一
律
に
「
廷
尉
」
と
解
す
る
（
飯
尾
一
九
九
五
）
。
確
か

　
に
廷
尉
と
取
り
う
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
体
に
敷
街
で
き
る
か
、
と
い
う

　
点
で
疑
問
が
残
る
。
一
方
池
畷
氏
は
「
廷
報
」
を
県
が
上
申
し
て
い
る
場
合
は
郡

　
の
、
郡
が
上
申
の
場
合
は
中
央
の
解
答
で
あ
る
は
ず
、
と
さ
れ
る
（
池
州
一
九
九

　
五
a
）
。
だ
が
県
の
上
申
に
解
答
す
る
の
が
常
に
郡
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
③

　
も
県
か
ら
の
上
申
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
廷
影
響
」
を
行
っ
て
い
る
の
は
中
央
の

　
廷
尉
で
あ
る
。

　
《
奏
講
書
》
か
ら
は
裁
判
の
ど
の
段
階
を
誰
が
担
当
し
た
の
か
も
幾
分
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
多
く
の
事
例
で
裁
判
の
場
と
な
っ
て
い

る
県
を
と
り
あ
げ
、
裁
判
の
担
い
手
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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県
の
裁
判
担
当
者
と
し
て
は
令
丞
、
す
な
わ
ち
県
の
長
副
と
史
・
獄
史
と
い
っ
た
小
吏
と
が
名
を
連
ね
る
が
、
そ
の
う
ち
最
初
に
被
疑
者
と

向
か
い
合
い
、
供
述
を
聴
取
し
た
の
は
秩
禄
百
石
以
下
の
小
吏
た
ち
で
あ
っ
た
。
《
奏
認
書
》
の
⑰
や
⑳
で
は
県
の
「
史
」
が
こ
れ
に
当
た
っ

て
お
り
、
彼
ら
は
供
述
聴
取
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
詰
問
を
も
担
当
し
て
い
る
。

　
事
実
関
係
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
そ
れ
に
当
て
る
べ
き
律
令
が
明
白
な
ら
ば
、
引
き
当
て
の
立
案
も
小
吏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
十
型
地
理
墓
の
主
、
治
獄
令
史
の
喜
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
史
」
程
度
の
小
吏
は
律
令
に
習
熟
し
て
お
り
、
能
力
的
に
も
十
分
そ

の
任
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
一
方
、
判
決
権
を
握
る
県
の
令
丞
は
供
述
聴
取
や
詰
問
に
参
与
し
た
形
跡
が
な
い
。
彼
ら
は
裁
判
の
当
初
か
ら
そ
れ
に
口
を
挟
む
こ
と
を
む

し
ろ
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
睡
虎
地
建
簡
《
法
律
答
問
》
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
「
辞
者
辞
廷
。
」
幽
今
旦
守
為
廷
不
為
。
為
殴
。
【
「
辞
者
不
先
辞
官
長
・
薔
夫
。
」
　
一
可
謂
官
長
、
可
謂
奮
夫
。
命
在
官
日
長
、
凶
日
膏
央
。
（
法
律
答

　
　
問
し
。
貫
Φ
伊
℃
」
δ
山
｝
①
）

　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
「
供
述
す
る
者
は
廷
で
供
述
せ
よ
。
」
郡
守
〔
麿
の
廷
〕
も
こ
こ
で
い
う
廷
に
当
た
る
か
否
か
。
廷
で
あ
る
。
「
供
述
す
る
者
は
先
に
官
長
・
畜
夫
に
供

　
　
　
述
し
な
い
。
」
何
を
官
長
と
謂
い
、
何
を
壷
夫
と
謂
う
の
か
。
都
宮
の
長
を
名
づ
け
て
〔
官
〕
長
と
い
い
、
県
〔
の
長
官
〕
を
薔
夫
と
い
う
。

こ
こ
に
「
供
述
す
る
者
は
先
に
官
長
・
密
夫
に
供
述
し
な
い
」
と
い
う
規
定
が
見
え
、
「
官
長
」
と
は
都
官
の
長
、
「
簡
夫
」
と
は
県
の
長
官
、

つ
ま
り
県
令
で
あ
る
と
の
解
説
が
続
く
。
供
述
聴
取
か
ら
詰
問
ま
で
の
段
階
が
県
の
小
吏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
そ
こ
に
長
吏
が
姿
を
見
せ
な
い

の
は
決
し
て
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
法
律
難
問
の
規
定
を
官
僚
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
基
づ
く
役
割
分
担
と
捉
え
れ
ば
、
下
僚
が
材
料
を
揃
え
上
官
が
判
断
を
下
す
、
い
わ
ば
「
下
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

起
案
、
上
嘗
決
裁
」
の
法
則
が
秦
漢
の
裁
判
に
す
で
に
あ
て
は
ま
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
供
述
を
聴
取
し
、
詰
問
に
よ
り
事
実
関
係
を

明
ら
か
に
し
、
当
て
る
べ
き
律
令
の
候
補
を
挙
げ
る
と
い
う
作
業
は
、
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
た
人
間
に
刑
罰
を
課
す
た
め
の
起
案
で
あ
り
、
事

務
手
続
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
小
吏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
診
問
以
降
の
手
続
き
は
、
そ
の
核
と
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秦漢時代の裁判制度（宮宅）

な
り
、
判
断
を
下
す
人
間
が
い
な
け
れ
ば
円
滑
に
は
進
行
し
な
い
。
そ
の
役
ま
わ
り
を
果
た
し
た
の
が
県
令
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
診
問
と
は
吏
に
よ
る
事
実
関
係
の
総
括
で
あ
っ
た
。
そ
の
総
括
の
中
心
と
な
っ
て
諸
事
項
に
つ
い
て
問
い
を
発
し
、
「
供
述
の
通
り
」
と
の

判
断
を
下
し
た
人
物
は
、
或
い
は
県
令
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
総
括
を
う
け
て
罰
す
べ
き
者
の
罰
す
べ
き
行
為
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
を

被
告
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
の
も
判
決
に
責
任
を
持
つ
県
令
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
最
終
的
な
律
令
の
引
き
当
て
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
あ
る
べ

き
量
刑
が
改
め
て
議
論
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
示
し
た
県
令
の
役
ま
わ
り
は
あ
く
ま
で
想
像
を
交
え
て
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
て
想
定
し
て
み
た
「
下
僚
起
案
、
上
官
決

裁
」
の
具
体
的
な
作
業
分
担
は
県
に
限
ら
ず
、
他
の
機
関
に
お
け
る
裁
判
に
も
共
通
す
る
点
が
見
い
だ
せ
る
。

　
供
述
聴
取
を
担
当
す
る
の
は
通
常
小
吏
た
ち
で
あ
る
。
史
書
に
残
さ
れ
た
裁
判
記
録
に
は
高
位
者
が
関
係
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
相
応
の

高
官
が
聴
取
に
当
た
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
「
吏
」
に
よ
っ
て
撹
当
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
筥
職
名
が
明
記
さ
れ
た

も
の
と
し
て
は
、
丞
相
御
史
に
下
さ
れ
た
章
玄
成
の
取
調
が
「
丞
桐
史
」
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
る
例
、
或
い
は
司
隷
校
尉
に
委
ね
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

取
調
で
実
際
に
供
述
聴
取
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
が
「
橡
」
「
史
」
で
あ
る
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
各
官
府
の
事
務
を
撹
当
す
る

小
吏
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
律
令
の
引
き
当
て
も
起
案
し
た
。
史
書
に
は
東
郡
太
守
で
あ
っ
た
韓
延
寿
が
集
合
に
お
く
れ
た
警
吏
の
処
分
を
功
曹
に
委
ね
、
「
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

を
議
し
て
下
せ
」
と
命
じ
て
い
る
例
が
見
え
る
。
《
奏
謝
書
》
に
お
い
て
判
決
案
の
列
挙
が
「
史
当
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
想

起
さ
れ
よ
う
。

　
事
実
関
係
が
明
ら
か
と
な
る
と
長
吏
が
姿
を
見
せ
る
。
出
来
上
が
っ
た
供
述
調
書
を
前
に
診
問
の
中
心
と
な
る
県
令
の
姿
は
、
廷
尉
朱
博
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

操
・
史
を
召
し
だ
し
て
こ
れ
に
問
い
を
発
し
な
が
ら
決
裁
し
て
み
せ
た
の
を
、
被
告
に
判
明
し
た
事
実
を
説
い
て
聞
か
せ
る
姿
は
、
九
卿
・
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

史
大
夫
を
歴
任
し
た
張
威
が
囚
と
対
面
し
て
「
読
鞠
」
す
る
際
に
、
涕
泣
し
て
背
を
む
け
た
の
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
郡
太
守
、
廷
尉
、
さ
ら

に
は
皇
帝
が
部
下
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
量
刑
を
議
論
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
詰
問
ま
で
を
下
僚
が
行
い
、
そ
れ
以
降
の
手
続
き
を
上
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官
が
取
り
仕
切
る
、
と
い
う
作
業
分
担
は
各
級
裁
判
に
あ
る
程
度
共
通
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
勿
論
あ
ら
ゆ
る
裁
判
で
こ
う
し
た
分
担
が
見
ら
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
《
奏
講
書
》
に
あ
っ
て
も
案
件
⑱
で
は
恐
ら
く
「
南
郡
卒
論
」
の
み

に
よ
っ
て
全
て
の
裁
判
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
案
件
は
御
史
が
南
郡
の
卒
史
に
取
調
を
委
ね
た
も
の
で
あ
り
、
一
応
の
量
刑
を
決

め
て
お
く
た
め
に
二
宮
や
鞠
も
龍
巻
の
み
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
上
官
」
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
「
上
官
決
裁
」
の
あ
り

方
は
変
化
す
る
。
こ
の
点
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
供
述
聴
取
か
ら
詰
問
ま
で
を
担
当
す
る
の
は
常
に
下
僚
、
す
な
わ
ち
小
吏
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
調
の
段
階
で
不
正
が

行
わ
れ
、
供
述
調
書
に
虚
偽
が
潜
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
手
続
き
に
よ
り
看
破
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
よ
し
ん
ば
得
平
段
階
か
ら

上
官
が
参
与
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
は
あ
く
ま
で
官
に
よ
る
供
述
内
容
の
確
認
で
あ
っ
た
。
拷
問
を
も
用
い
て
周
到
に
作
ら
れ

た
調
書
と
小
吏
た
ち
を
前
に
し
、
結
局
は
そ
れ
に
拠
っ
て
決
済
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
小
吏
が
意
図
し
た
以
外
の
処
断
を
下
す
こ
と
は

難
し
く
、
そ
の
意
味
で
詰
問
が
終
了
し
た
時
点
で
事
実
上
刑
罰
は
決
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
漢
代
の
裁
判
制
度
の
な
か
で
は
当
事
者
が

そ
の
積
極
的
な
担
い
手
た
り
得
ず
、
獄
吏
が
直
接
担
当
者
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
、
す
な
わ
ち
「
獄
吏
主
導
型
」
の
手
続
き
が
ふ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
手
続
き
の
損
い
手
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
同
様
の
結
論
に
た
ど
り
着
く
の

で
あ
る
。

　
前
漢
最
初
期
ま
で
は
如
何
な
る
高
位
者
も
こ
う
し
た
「
獄
吏
主
導
型
」
の
裁
判
を
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
恵
帝
の
即
位
時
に
ま
ず
爵
五
大
夫

以
上
・
吏
の
六
百
石
以
上
が
枷
を
は
め
て
の
繋
獄
を
免
除
さ
れ
（
『
漢
書
』
恵
帝
紀
）
、
文
帝
七
年
に
至
っ
て
二
千
石
以
上
の
高
官
を
捕
ら
え
る
の

に
事
前
の
許
可
が
必
要
と
な
り
、
彼
ら
が
獄
で
の
取
調
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
『
漢
書
臨
文
帝
紀
）
。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
獄
吏

に
よ
る
取
調
を
う
け
る
以
外
に
、
他
の
道
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
漢
唐
輪
の
時
、
か
つ
て
の
丞
相
周
勃
が
獄
に
下
さ
れ
獄

吏
の
取
調
を
う
け
る
が
、
そ
の
後
冤
罪
と
わ
か
り
釈
放
さ
れ
た
。
獄
を
後
に
し
た
彼
が
漏
ら
し
た
の
が
「
吾
か
つ
て
百
万
の
軍
に
将
た
る
も
、

安
く
ん
ぞ
獄
吏
の
貴
な
る
を
知
ら
ん
や
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
（
圃
史
記
』
周
勃
世
家
）
。
貴
賎
を
問
わ
ず
獄
吏
の
取
調
を
う
け
ね
ば
な
ら
ず
、
且
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つ
彼
ら
が
自
ら
の
命
運
を
も
左
右
し
て
し
ま
う
一
獄
吏
こ
そ
「
貴
」

い
え
よ
う
。

　
①
論
者
に
よ
っ
て
は
こ
の
「
辞
」
を
「
告
訴
」
と
理
解
す
る
が
、
と
ら
な
い
。

　
　
¶
告
訴
」
と
釈
す
一
つ
の
根
拠
は
『
睡
虎
地
日
量
竹
簡
』
も
引
く
所
の
『
説
文
解

　
　
字
隔
一
四
篇
下
「
辞
、
訟
也
。
」
で
あ
ろ
う
が
、
翠
玉
裁
は
こ
れ
を
今
本
の
誤
と

　
　
し
、
噸
広
韻
㎞
所
引
の
当
該
部
分
が
¶
説
也
」
と
つ
く
る
こ
と
か
ら
、
「
訟
」
を

　
　
「
説
」
に
改
め
る
。

　
②
滋
賀
一
九
八
囚
、
第
三
節
「
三
裁
判
機
関
の
内
部
構
成
」
。

　
③
出
品
長
安
、
既
葬
、
当
襲
爵
、
以
病
竃
不
応
召
。
大
鴻
櫨
奏
状
、
章
下
丞
相
御

　
　
史
案
験
。
玄
成
素
有
名
声
、
士
大
夫
多
疑
其
欲
屡
屡
辞
兄
者
。
案
事
丞
相
史
乃
与

　
　
玄
成
書
日
…
…
（
『
漢
書
』
津
玄
成
伝
）

で
あ
る
と
の
言
葉
は
そ
う
し
た
裁
判
を
体
験
し
た
者
の
率
直
な
感
想
と

　
　
後
記
月
、
業
歴
輝
光
奏
言
、
「
…
…
臣
遣
従
事
操
業
・
史
望
詰
問
知
状
者
抜
腱

　
獄
丞
籍
武
…
…
等
、
叢
叢
、
…
…
」
（
門
漢
書
』
外
戚
伝
　
孝
成
趙
吉
島
）

④
延
寿
顔
出
、
臨
上
車
、
騎
三
一
人
後
至
、
勅
功
曹
議
上
白
。
…
…
（
『
漢
書
』

　
韓
延
寿
伝
）

⑤
博
皆
召
橡
史
、
並
坐
而
問
、
為
平
処
其
軽
重
、
十
中
八
九
。
…
…
（
『
漢
番
』

　
朱
博
伝
）

⑥
革
具
獄
事
、
薬
酒
鄙
、
卸
之
。
不
可
者
、
不
得
已
、
為
涕
泣
、
面
而
封
之
。

　
　
：
（
『
漢
書
」
張
殴
伝
）

⑦
籾
山
一
九
八
五
。

お
　
わ
　
り
　
に

秦漢時代の裁判制度（宮宅）

　
本
論
で
明
ら
か
と
し
た
秦
漢
裁
判
制
度
の
進
行
を
ま
と
め
る
と
し
た
ら
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
県
は
聖
代
に
お
い
て
判
決
権
を
持
つ
最
末
端
の
機
関
で
あ
り
、
《
奏
講
書
》
の
中
で
も
主
た
る
裁
判
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
全
て
の
取

調
が
県
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
県
配
下
の
亭
亭
が
供
述
聴
取
の
場
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
但
し
被
疑
者
が
県
の
管
轄
外
に
い
る
場
合

に
は
召
喚
状
が
発
せ
ら
れ
、
裁
判
を
主
宰
し
て
い
る
県
に
身
柄
が
送
ら
れ
た
。
裁
判
は
ま
ず
供
述
聴
取
に
始
ま
り
、
詰
問
を
へ
て
事
実
関
係
が

確
定
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
手
続
き
は
小
吏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
続
く
診
問
段
階
か
ら
は
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
が
総
括
さ
れ
、
量
刑
の
た

め
の
材
料
が
整
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
承
け
て
罰
す
べ
き
者
の
身
分
、
罰
す
べ
き
行
為
の
内
容
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
に
引
き
当
て
る
律
令
が
選
択

さ
れ
る
一
…
以
上
で
あ
る
。

　
裁
判
手
続
き
の
進
行
、
及
び
そ
の
担
い
手
の
検
討
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
の
は
、
供
述
聴
取
と
詰
問
を
担
当
す
る
小
吏
が
裁
判
に
お
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い
て
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
で
あ
る
。
彼
ら
が
作
成
す
る
供
述
調
書
が
量
刑
を
大
き
く
左
右
し
、
そ
れ
が
完
成
し
た
時
点
で
事
実
上
刑
罰
は

決
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
《
奏
緻
書
》
の
時
代
、
つ
ま
り
前
漢
最
初
期
ま
で
は
如
何
な
る
高
位
者
も
取
調
の
上
で
は
特
別
待
遇

を
う
け
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
貴
賎
を
殊
に
せ
ず
小
吏
の
取
調
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
獄
吏
こ
そ
「
貴
」
で
あ
る
、
と
い
う
新
嘗
の
下

葉
が
さ
ら
に
そ
の
重
み
を
増
し
て
く
る
。
或
い
は
こ
う
し
た
裁
判
が
成
立
す
る
背
景
と
し
て
、
春
秋
戦
国
か
ら
秦
漢
帝
国
の
成
立
に
至
る
ま
で

の
、
身
分
秩
序
の
解
体
、
及
び
再
編
へ
の
胎
動
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　
但
し
、
全
く
貴
賎
の
差
が
無
視
さ
れ
た
の
で
も
な
い
。
量
刑
に
際
し
て
は
身
分
差
が
考
慮
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
際
の
目
安
と
な
る

の
が
す
べ
て
爵
の
高
下
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
⑭
に
引
か
れ
た
令
文
に
は
「
爵
・
賞
に
よ
っ
て
刑
罰
を
免
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
、
⑮
に
は
「
爵
に
よ
っ
て
刑
罰
を
減
免
す
る
、
乃
至
購
を
ゆ
る
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
り
、
爵
に
よ
っ
て
刑
が
減
免
さ
れ
る
場
合
の
あ

っ
た
こ
と
を
逆
に
窺
わ
せ
る
。
ま
た
⑭
か
ら
⑯
の
案
件
が
上
級
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
告
が
高
位
者
で
あ
る
た
め
だ
が
、
そ
の
際
の
基

準
と
な
る
の
は
雲
雨
で
は
な
く
爵
位
で
あ
っ
た
。
⑭
の
被
告
は
爵
五
大
夫
の
稗
史
で
あ
る
。
～
介
の
獄
史
を
裁
く
に
当
た
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
上
申

が
な
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
五
大
夫
と
い
う
高
爵
…
二
十
等
藩
中
第
九
等
だ
が
、
税
役
免
除
の
特
権
を
伴
い
、
一
般
人
に
無
条
件
に
賜
与
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
こ
と
は
な
い
　
　
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
先
に
高
官
を
裁
く
際
に
皇
帝
の
許
可
が
必
要
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
「
高
官
」
と
さ
れ
る
基
準
が
官
学
の
高
下
で
あ
り
、
且
つ
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

範
囲
が
漢
一
代
を
通
じ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
託
言
、
少
な
く
と
も
文
帝
以
降
は
官
秩
の
上
で
の
高
位
者
に
機
械
的
に
律
令
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
は
い
わ
ば
法
の
世
外
に
あ
っ
た
。
こ
の
「
法
の
樗
外
に
置
か
れ
る
者
」
の
基
準
が
《
奏
講
書
》
の
時
代
、
つ

ま
り
秦
か
ら
前
漢
最
初
期
に
か
け
て
は
爵
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
如
何
な
る
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
如
何
な
る
展
望
が
開
け

る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
山
細
一
九
九
四
に
も
こ
の
点
言
及
さ
れ
て
い
る
（
九
二
頁
）
。

②
　
宮
宅
一
九
九
六
。
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〔
付
記
〕
　
本
稿
脱
稿
後
、
冨
谷
至
『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
瓢

示
唆
に
富
む
指
摘
が
あ
る
。

（
同
朋
社
　
一
九
九
八
）
を
得
た
。
そ
の
四
～
一
六
頁
に
も
《
奏
講
書
》
の
成
立
に
関
し
て

（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
非
常
勤
研
究
員

塚
方
）



　　　　　Religious　procedures　and　the　process

of　identification　of　civic　status　in　classical　Athens

by

YAMAUCHI　Akiko

　　In　classical　Athens，　citizenship　was　restricted　to　the　narrower　group　under　the

democracy　which　demanded　the　sovereignty　of　a　small　and　homogeneous　citizen

body．　Perikles’　citizenship　law　of　451／e　B．C．　defuied　that　only　children　of　two

Athenians　could　be　citizens　（avoZitijg）　and　thereafter　citizenship　became　more

legally　fixed　status．　Though　the　law　clearly　required　that　a　citizen’s　mother

should　be　an　Athenian　（ctarij），be　of　civic　birth（avoZtTtg），　female　civic　status　had

been　never　juridically　attested　in　Athenian　society．　The　author　examines

religious　rites　which　served　as　pseudo－legal　acts　and　reveals　that　the　procedure　of

‘introduction　（SLact7stv）’　to　the　phratry　members，　as　described　in　the　law　court

speeches，　could　effectively　prove　the　civic　status　of　both　male　and　female

Athenians　by　means　of　oaths　and　sacrifices．　Furthermore，　female　civic　status

could　also　be　testdied　in　a　sequence　of　rituals　for　the　members　of　phratry　or

demesmen’　s　wives，　which　was，　conceptually，　much　the　same　process　as　for　male

citizens．　ldentbication　of　Athenian　civic　status　was　achieved　in　the　religious

domain，　and　thus　the　contradicton　within　the　iegal　system　was　solved　by　means　of

religious　rituals．

Judicial　Procedure　in　the　Qin　and　Han　Dynasties

by

MIYAKE　Kiyoshi

　　From　1983　to　1984，　bamboo　strips　were　excavated　at　Zhan痢iashan張家山in

Jiangling江陵．　These　strips　include　Zouyanshu奏講書，　the　model　lega豆cases
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reported　to　the　higher　authority．　ln　this　paper，　utMzing　these　new　materials，　the

author　discusses　the　judicial　procedure　in　deta“，　and　extends　the　observation　to

the　place　where　each　procedure　was　done　and　the　person　who　was　in　charge　of　it．

　　The　judicial　procedure　began　with　noting　down　a　deposition　of　each　person

coRcemed．　lf　one　deposition　was　inconsistent　with　the　others，　the　persons　who

had　made　those　depositions　were　interrogated．　This　is　the　next　step　of　the

judicia豆procedure，　jie詰‘to血sist’．　By　this　interrogation，　the　real」Eacts　of　the

case　were　made　clear．　After　that，　all　facts　that　had　been　condrmed　at　that　point

were　put　together　and　compared　with　the　depositions．　This　recon鉦mation　was

ca且ed　zhenwen診問，‘to　examine’．　It　was　done　by　public　of丘cials　only；the

parties　concerned　did　not　pardcipate．　When　the　rank　of　the　criminal　and　the　facts

constituting　a　crirne　were　finally　confumed，　the　suitable　law　was　applied．

　　This　procedure　was　done　under　the　supervision　of　the　county，　that　is）xian県，

or　higher　authohty．　Lower　govemment　o銀ces，　Xiang郷and　t㎞g亭，　were　not

allowed　to　supewise　the　judicial　procedure；　especially　ohicials　belonging　to　these

ocaces　were　not　granted　the　authority　to　judge　iegal　cases．　These　ocaces，

however，　could　be　the，　place　to　take　a　deposition．　Persons　who　did　not　need　to

appear　at　the　county　ohice　testMed　there，　and　an　othcial　recorded　their　testimony

and　reported　to　the　county．　lf　the　person　whose　deposition　was　needed　was

outside　the　jurisdiction　of　the　authority　which　was　supervising　the　procedure，　then

as㎜ons　was　issued，　This　smmons　was　called　daishu四書．

　　In　the　judicial　procedure，　junior　subakerns　with　stipends　under　100　bushels

played　an　important　role．　They　were　in　charge　of　noting　down　a　deposition　and

interrogating．　ln　most　cases，　senior　subaltems　did　Rot　take　part　ttntil　the

reconf㎞ation．　Thus　they　had　to　judge　by　the　written　depositions　and　other　daね

presented　by　junior　subaltems．　Therefore　it　can　be　said　that　junior　subalterns

virtuaHy　gave　judgement　in　a　case．　Until　the　early　Han　period，　nobody　could

escape　from　this　procedure　controlled　by　junior　subaltems，　even　if　he　held　a　high

rank．　This　fact　reflects　the　collapse　of　the　old　hierarchy　that　had　existed　in　the

Spring　and　Autumn　Period，　and　the　increase　of　imperial　power．
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