
書
　
　
評

本
書
の
構
成
を
紹
介
す
る
と

仁
井
田
　
陞
著

中
国
法
制
史
研
究
（
刑
法
）

申
　
谷
　
英
　
雄

　
先
日
岡
山
史
学
会
で
、
石
田
寛
氏
の
「
条
里
制
の
研
究
」
を
聞
い
た
。
現
実

の
地
形
の
空
中
写
真
を
利
用
し
て
、
そ
れ
を
古
代
の
条
里
に
復
元
し
て
く
れ
た

が
、
千
年
も
前
の
条
黒
が
現
在
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
冤
ら
れ

た
。
神
社
・
道
路
ま
で
条
里
制
の
行
わ
れ
た
昔
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
入
間
の

生
活
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
工
衛
星
の
飛
ぶ
現
在
の
生
活
も
、
過
去

の
生
活
と
び
つ
た
り
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
歴
史
研
究
の

現
実
酌
意
義
と
も
い
え
よ
う
。

　
仁
芽
田
博
士
の
大
著
「
申
照
法
制
史
研
究
（
刑
法
）
」
を
手
に
と
っ
て
特
に

そ
の
現
実
酌
な
有
意
義
が
考
え
ら
れ
た
。
『
朝
臼
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
（
三
四
年
一
一

月
一
爾
丹
）
に
「
死
刑
執
行
方
法
と
法
律
」
の
解
説
に
、
死
刑
執
行
方
・
法
の

「
絞
」
に
つ
い
て
仁
井
田
陣
士
の
こ
の
研
究
を
引
用
し
て
い
る
。
鷹
史
の
研
究

は
も
っ
と
広
く
一
般
に
細
ま
る
べ
き
で
、
こ
の
大
薮
も
大
い
に
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
た
だ
「
中
岡
法
制
史
」
　
（
岩
波
全
欝
）
に
比
べ
て
演
出
家
向
で
あ

る
の
で
一
般
に
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

閏
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序
　
論

中
闘
旧
社
ム
孤
の
構
造
と
刑
罰
権
一
樋
家
酌
非
圏
家
的
と
は
弼
か

中
圏
旧
社
会
に
お
け
る
法
を
動
か
す
力
に
つ
い
て

巾
瞬
宵
鋼
法
の
基
本
原
罵
め
展
闘

中
国
に
お
け
る
荊
罰
体
系
の
変
遷
…
特
に
「
霞
由
刑
」
の
発
達
一

凌
遅
処
死
に
つ
い
て

唐
桑
に
お
け
る
通
鋼
的
規
定
と
そ
の
来
書

宋
代
以
後
に
お
け
る
刑
法
上
の
臨
本
問
題
一
法
の
類
推
解
釈
と

遡
及
処
刑
一

中
国
法
と
周
辺
蜘
繍
民
族
の
・
胃
刑
法

窟階

A
ジ
ア
古
刑
法
の
発
達
過
程
と
㎜
賭
銚
舗
…
（
ブ
ー
セ
）

東
ア
ジ
ア
鮮
照
民
族
の
圃
堂
隅
刑
（
タ
リ
オ
）
と
実
刑
憲
義
の
載
繭
相

中
華
恩
想
と
属
人
法
虫
義
お
よ
び
属
地
法
主
義

北
方
斑
族
法
と
中
違
法
と
の
交
渉
e
一
金
代
瑚
法
考

北
方
民
族
法
と
中
塗
法
と
の
交
渉
◎
一
元
代
刑
法
考

南
方
民
族
法
と
中
国
と
の
交
渉
－
誤
認
刑
法
考

余
　
　
　
論

敦
煙
発
見
十
王
経
図
南
に
見
え
た
刑
法
史
料

中
闘
の
戯
曲
小
説
の
挿
画
と
刑
法
史
料

民
闘
信
仰
と
神
判

（311）

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
・
著
者
の
三
＋
年
の
研
究
成
果
の
分
割
鞠
行
の
第
柳



一
翼
で
あ
り
、
ね
ら
い
は
「
中
国
珊
法
の
発
達
肖
体
と
、
中
関
々
の
斑
熱
病
お

よ
び
世
界
史
の
過
程
に
お
け
る
地
位
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
私
は
歴
史
約
に
見

て
学
ぶ
に
賦
す
る
も
の
を
視
点
か
ら
は
な
す
こ
と
な
く
、
追
求
し
て
い
こ
う
と

思
う
。
私
の
こ
こ
で
考
え
て
い
る
歴
史
は
、
現
代
（
に
生
き
て
い
る
自
己
）
を

支
え
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
」
（
序
）
に
あ
る
通
り
、
現
在
と
の
関
連

を
考
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
唐
律
の
価
値
の
高
さ
は
「
唐
馬
で
さ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
の
遡
法
典

に
地
べ
て
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
　
（
申
田
博
士
）
の
言
葉
を
侯
つ
ま
で
も

な
い
が
、
唐
律
へ
の
讃
辞
は
漢
鶯
或
は
そ
れ
以
前
の
中
通
古
刑
法
に
対
し
て
も

与
え
ら
る
べ
き
点
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
自
由
刑
（
労
役
刑
）
罪
荊
法
定
櫓
囲
（
欝
主
や
役
人
の
恣
意
を
跡
ぎ
支
配
に

限
界
を
与
え
る
）
も
世
界
で
も
比
べ
る
も
の
な
く
古
い
。
自
由
刑
へ
徳
へ
の
教

育
の
た
め
で
は
な
お
、
権
力
把
持
者
の
必
要
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
即
ち
万
里

の
長
城
の
構
築
を
は
じ
め
、
軍
隊
等
へ
投
入
す
る
必
要
労
働
量
の
増
大
の
結
果

か
ら
の
無
対
価
労
働
の
収
奪
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
罪
刑
法
定
主
義
も
厳
格
な
意

味
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
中
国
で
は
法
は
人
熱
管
理
手
段
で
あ
り
、
天
の
大
法
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
永
久
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
聖
衆
の
現
実
的
実
力
抵
抗
…
1
無
言
の

抵
抗
も
含
め
て
一
支
配
下
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
中
國
周
辺
諸
民
族
の
法
は
中
国
程
進
歩
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
中
国
に
集
る

外
国
人
の
間
、
ま
た
は
中
国
領
域
内
の
異
民
族
の
闘
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
申

國
入
（
漢
族
）
と
の
間
に
法
の
抵
触
は
避
け
が
た
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
解
決

す
る
た
め
属
人
法
主
義
（
そ
の
人
が
ど
こ
に
行
っ
て
も
そ
の
人
の
郷
土
の
法
を

適
獺
す
る
）
、
属
地
法
主
義
（
わ
が
境
に
入
っ
て
は
わ
が
法
に
従
え
）
を
使
い

わ
け
、
無
理
を
し
な
い
態
度
を
と
っ
た
．

　
本
書
は
中
国
古
珊
法
の
基
本
原
則
を
中
核
と
し
て
、
周
辺
諸
民
族
の
古
刑
法

及
び
中
騒
法
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
十
五
章
中
、
一
・
二
・
四
・

六
・
七
・
八
・
十
二
の
各
章
は
薪
稿
で
あ
る
。

二

　
第
一
章
　
中
国
旧
社
会
の
構
造
と
罰
罰
権
に
つ
い
て
で
は
、
先
ず
中
国
魅
会

構
造
論
に
ふ
れ
て
い
る
。
従
来
の
中
国
社
会
構
造
は
園
家
的
権
力
支
配
の
及
ぶ

範
域
、
即
ち
国
家
と
、
そ
の
及
ば
な
い
範
域
、
即
ち
桂
坤
が
あ
り
、
こ
の
両
者

が
は
つ
ぎ
り
分
離
し
て
、
深
い
交
渉
を
も
た
ず
に
独
立
の
発
達
を
と
げ
た
と
の

見
方
が
有
力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
批
判
曲
な
松
本
善
海
氏
の
説
を
と
り

あ
げ
て
い
る
。
国
家
も
農
園
が
納
税
さ
え
す
る
な
ら
ば
》
村
落
農
治
に
手
を
つ

け
よ
う
と
い
う
政
治
駒
欲
望
を
起
さ
な
い
と
佐
野
学
氏
が
い
う
が
、
事
実
は
微

税
の
た
め
に
政
治
の
干
渉
が
村
落
の
中
ま
で
入
り
こ
み
、
園
家
に
と
っ
て
優
宜

的
な
方
向
に
再
組
織
さ
れ
、
そ
れ
が
繊
来
上
る
と
国
家
権
力
は
あ
る
位
眼
裏
で

後
退
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
で
あ
る
。

　
こ
の
説
を
前
提
と
し
て
、
刑
罰
は
鴎
家
と
朴
…
会
の
単
純
な
；
7
5
的
対
立
で
は

な
く
、
刑
罰
権
の
国
家
的
独
占
を
指
向
し
な
が
ら
、
国
家
権
力
は
鮭
会
内
部
の

共
同
体
を
媒
介
と
し
て
、
十
全
に
刑
罰
権
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
。

即
ち
無
媒
介
に
刑
罰
権
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
共
同
体
内
の
権
力
は

園
家
権
力
と
結
び
つ
ぎ
、
二
つ
の
権
力
の
間
に
分
ち
得
な
い
一
貫
性
を
も
つ
こ

と
が
な
か
っ
た
か
。
或
は
国
家
の
刑
罰
権
を
阻
外
し
て
、
共
同
体
内
に
自
ら
独

立
の
刑
罰
権
を
も
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
国
家
的
刑
法
典
は
周
末
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
法
の
淵
源

ILIg　（3／2）
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に
つ
い
て
二
つ
の
立
場
が
あ
っ
た
。
法
を
定
め
な
い
で
、
そ
の
場
そ
の
場
で
戴

判
し
て
い
こ
う
と
す
る
傭
家
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
「
心
治
」
と
よ
ば
れ
、

羅
刑
摘
断
主
義
に
つ
ら
な
る
立
場
で
あ
る
。
一
方
「
何
が
犯
罪
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
ど
ん
な
鎧
通
を
科
す
る
か
」
即
ち
「
法
治
」
の
立
場
で
あ
っ
て
、
罪

刑
法
定
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
う
ち
で
、
漢
と
か
宋
と
い
う
儒

学
隆
盛
時
代
に
も
後
蒋
の
立
場
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

　
中
綱
の
園
家
追
銭
権
は
実
義
主
義
を
と
っ
て
ぎ
た
が
、
同
族
と
他
の
岡
族
、

寂
族
と
他
の
家
族
と
の
闘
に
ひ
き
つ
づ
き
復
讐
が
行
わ
れ
、
私
刑
主
義
も
つ
づ

い
て
い
る
。

　
私
刑
主
義
の
一
例
を
あ
げ
る
と
家
父
長
に
よ
る
家
刑
罰
権
は
認
め
ら
れ
て
い

て
、
政
治
的
権
力
自
身
が
家
父
長
権
力
と
一
貫
し
た
権
威
秋
序
を
構
成
し
、
両

岩
が
共
通
の
基
礎
に
立
っ
て
い
た
。
園
家
の
法
の
制
定
者
、
潤
家
の
割
罰
権
の

掘
持
藩
た
る
暦
主
も
ま
た
「
民
の
父
母
」
で
あ
り
、
最
高
の
家
父
長
権
威
で
あ

っ
た
。
法
と
道
徳
の
基
軸
は
父
子
間
の
孝
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
聖
主
と
人
血

の
闘
に
も
ち
こ
ま
れ
、
国
家
と
家
と
は
一
貫
し
た
支
配
体
系
の
う
ち
に
あ
っ
た
。

　
村
落
内
は
郷
葉
風
の
ボ
ス
に
支
配
さ
れ
、
国
家
権
力
か
ら
離
れ
て
刑
罰
権
を

密
己
の
手
中
に
収
め
て
い
た
豪
族
も
あ
っ
た
。
こ
の
集
団
の
内
蔀
に
閣
家
勢
力

は
滲
透
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
集
附
の
中
の
民
衆
は
岡
家
と
ボ
ス

と
い
う
二
重
支
配
を
う
け
て
い
る
し
、
国
家
権
力
は
集
団
内
の
ボ
ス
と
不
即
不

離
の
面
が
あ
る
し
、
一
方
利
害
が
相
反
す
る
場
合
、
ボ
ス
は
民
衆
と
共
に
反
抗

し
た
。
換
言
す
れ
ば
強
力
な
國
家
権
力
で
も
権
力
の
貫
徹
に
限
界
が
あ
り
、
国

簸
は
諸
集
団
と
複
雑
な
つ
な
が
り
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
罰
権
も

そ
れ
に
対
応
し
た
方
法
で
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三

　
笛
二
章
　
中
圏
暇
社
会
に
お
け
る
法
を
動
か
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
の
歴

史
を
成
立
せ
し
め
た
由
来
を
述
べ
て
い
る
。
法
の
変
動
を
民
衆
の
現
実
酌
実
力

抵
抗
或
い
は
時
に
は
無
言
の
抵
抗
と
い
う
力
の
抵
抗
を
通
し
て
と
ら
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
中
国
の
支
配
藩
は
実
効
性
の
な
い
理
想
の
法
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な

く
（
人
民
管
理
支
配
の
た
め
有
効
な
法
を
次
々
に
つ
く
っ
て
い
っ
た
。
法
は
支

配
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
支
配
者
は
法
の
変
更
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
ら
れ
、

支
配
の
手
段
を
か
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
法
の
強
圧
も
手
加
減

も
、
み
な
力
の
蝉
抗
の
間
か
ら
生
じ
る
。
こ
れ
こ
そ
法
の
歴
史
を
お
し
す
す
め

た
の
だ
。
被
支
配
者
の
力
を
ふ
さ
ぐ
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
一
例
を
十
世

紀
か
ら
の
地
主
と
農
奴
の
関
係
に
と
ら
え
、
地
主
の
農
奴
に
対
す
る
法
上
の
優

位
は
や
が
て
転
形
期
が
来
て
「
主
僕
の
分
」
は
失
わ
れ
、
明
代
法
・
清
代
法
に

顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
十
六
・
七
世
紀
の
中
手
で
は
農
奴
・
雇
農
・

雇
工
の
カ
の
上
昇
が
進
ん
だ
も
の
で
、
現
実
の
力
の
前
に
変
動
し
て
く
る
の
で

あ
る
。

四

　
第
三
章
中
團
に
お
け
る
刑
罰
体
系
の
変
遷
の
項
に
於
て
は
古
代
の
五
刑
に

於
け
る
身
体
刑
か
ら
、
漸
次
自
由
刑
重
視
へ
移
り
、
そ
れ
が
唐
の
答
杖
徒
流
量

の
形
を
と
る
に
至
る
変
遷
を
明
快
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
の
章
に
於
て

は
自
由
刑
を
中
心
に
し
て
い
る
。
自
由
刑
と
は
受
刑
者
の
自
幽
を
剥
奪
す
る
も

の
で
、
今
豫
の
刑
羅
調
度
で
支
配
醜
な
位
阻
鳳
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
中
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国
で
は
霞
由
刑
の
起
源
は
古
く
、
こ
れ
に
よ
り
名
誉
を
奪
い
、
自
由
を
拘
束
し
、

作
業
に
従
事
さ
せ
て
教
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
目
酌
と
し
て
応
報
威
嚇
以
外

に
道
義
性
を
も
ち
、
受
荊
者
の
改
善
に
も
着
眼
し
て
い
る
所
に
特
性
が
あ
る
。

　
刑
舗
体
系
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
周
・
秦
・
漢
初
、
次
に
漢
・
魏
・
響
南
北

朝
、
次
に
階
・
唐
、
宋
・
元
・
明
・
清
、
最
後
に
清
宋
以
隆
と
区
分
し
、
古
代

に
於
け
る
生
命
刑
と
身
体
刑
よ
り
自
由
刑
へ
の
変
化
を
鮮
か
に
示
し
て
い
る
。

　
階
由
剤
は
生
命
荊
（
死
刑
）
と
身
体
刑
（
肉
刑
・
鞭
答
刑
）
の
支
配
的
で
あ

っ
た
戦
悶
時
代
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
秦
の
霞
由
刑
（
労
役
刑
）
と
し
て
重

い
も
の
か
ら
あ
げ
れ
ば
e
髭
鉗
城
且
巻
刑
　
⇔
虚
7
6
城
旦
春
刑
　
㊥
鬼
薪
：
臼
集

鋼
　
㈲
司
憲
・
作
薦
司
憲
荊
　
㊨
戌
罰
作
・
復
作
刑
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
有

期
徒
刑
で
あ
り
、
勇
女
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
紀
元
前
三
世
紀
に
す
で
に
有
期
的
労
役
刑
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
は
世
界
で
も

稀
な
例
で
あ
り
、
漢
で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
労
役
刑
の
発
生
は
葡
三
世

紀
よ
り
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

　
漢
の
刑
罰
は
文
理
十
三
年
に
一
転
機
を
賛
し
て
い
る
。
死
刑
と
共
に
主
要
で

あ
っ
た
肉
剤
は
全
篇
的
に
後
退
し
て
、
身
体
刑
の
中
の
答
荊
と
自
由
刑
が
進
出

し
て
い
る
。
こ
れ
は
少
女
綻
繁
が
自
ら
官
妹
と
な
っ
て
父
の
罪
を
つ
ぐ
な
お
う

と
し
た
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
芯
を
特
に
重
領
し
た
の
は
文
帝
で
、
後
の

五
刑
の
中
に
筈
刑
が
潴
え
ら
れ
る
原
因
を
つ
く
っ
た
。

　
肉
荊
は
文
帝
時
代
に
廃
せ
ら
れ
た
が
、
絶
え
る
に
至
ら
ず
、
若
干
は
命
脈
を

保
っ
て
い
る
。
自
由
飛
の
う
ち
流
刑
は
徒
・
或
は
諦
徒
の
名
で
あ
ら
わ
さ
れ
、

死
一
等
を
減
じ
て
北
の
方
朔
望
糖
原
の
辺
県
や
、
西
の
方
敦
焼
そ
の
他
辺
県
に

從
し
て
屯
戌
に
充
て
て
い
る
。
権
力
把
持
者
に
と
っ
て
、
刑
囚
の
労
働
能
力
は

重
要
で
あ
っ
た
。

　
魏
響
爾
志
朝
時
．
代
に
て
は
漢
の
刑
罰
を
踏
襲
し
つ
つ
変
形
し
、
答
粥
は
漢
の

文
帝
の
時
に
は
死
刑
に
つ
ぐ
重
刑
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
時
代
に
軽
士
と
し
て

扱
わ
れ
、
唐
の
答
杖
徒
流
死
の
五
刑
の
答
杖
と
な
っ
て
行
っ
た
。

　
肉
荊
は
復
活
さ
れ
ず
、
労
役
胴
は
進
展
し
た
。
流
刑
は
律
の
刑
罰
中
で
要
位

を
占
め
た
の
は
北
朝
系
の
律
以
来
で
、
流
と
徒
を
分
つ
た
の
は
北
帯
磁
で
あ
る
。

次
い
で
唐
の
五
刑
が
定
ま
り
、
宋
代
に
は
死
刑
に
絞
斬
の
外
に
凌
遅
が
加
わ
り
、

そ
の
外
配
、
刺
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
清
末
に
至
っ
て
生
命
刑
、
自
由
刑
及
び

財
産
刑
を
基
幹
と
す
る
近
代
的
刑
法
に
推
移
し
て
い
る
。

五

　
第
五
章
鷹
律
に
お
け
る
通
則
的
規
定
と
そ
の
来
源
は
貴
重
な
研
究
で
、
ア

ジ
ア
諸
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
鑑
識
の
研
究
と
し
て
こ
の
上
も
な
い
立
派
な
も

の
で
あ
る
。
現
在
中
墨
の
律
の
研
究
は
盛
ん
と
な
り
、
漢
・
蒼
・
唐
・
元
等
の

研
究
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
漢
書
荊
法
志
の
和
訳
∵
鷹
律
・
詩
律
索
引
∵
元
典
章

索
引
等
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
評
者
も
六
律
疏
議
の
索
引
を
志
し
、
既
に
蔽
庫

律
ま
で
及
び
、
そ
の
う
ち
名
例
（
一
～
六
巻
）
迄
の
原
稿
を
完
成
し
て
い
る
。

　
名
例
は
通
則
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
番
難
解
で
厄
介
で
あ
る
の
で
、
こ
の
部

分
の
索
引
に
多
大
の
困
難
を
感
じ
た
が
、
本
稿
は
非
常
に
助
け
と
な
っ
た
こ
と

を
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
名
例
律
を
根
本
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

以
外
か
ら
の
も
含
ん
で
い
る
。

　
こ
こ
に
一
工
節
に
わ
た
り
総
括
的
な
点
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
第

一
・
二
章
と
重
複
す
る
所
が
あ
る
。
第
四
節
以
下
は
犯
罪
の
成
立
、
犯
罪
の
態

様
、
特
別
の
重
罪
、
刑
罰
の
種
類
、
刑
罰
の
減
免
、
法
律
の
適
用
・
恩
赦
の
谷

項
に
分
れ
、
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
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騰

　
律
の
中
で
故
意
と
過
失
が
聞
題
と
な
る
。
申
畷
法
で
は
、
古
く
か
ら
舞
を
犯

す
意
思
の
な
い
行
為
は
罰
し
な
い
の
が
原
圃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
律
で
き
め

て
い
る
場
含
に
つ
い
て
は
過
失
も
罰
し
、
ま
た
縁
坐
や
連
坐
の
規
定
が
あ
り
、

貴
任
条
件
が
な
く
て
も
罰
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
鷹
島
で
は
犯
罪
の
成
立
に
は

故
意
ま
た
は
燈
失
の
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
概
念
は
既
に
漢
誉

の
頃
か
ら
あ
り
、
故
殺
は
過
失
殺
と
の
対
比
に
お
い
て
、
行
為
者
が
犯
罪
事
実

を
知
っ
て
い
る
点
が
、
過
失
殺
傷
は
行
為
者
が
犯
罪
事
実
を
知
ら
な
い
点
が
特

質
と
な
っ
て
い
る
。
唐
律
や
唐
の
後
の
法
律
で
も
過
失
行
為
が
責
任
を
問
わ
れ

る
の
は
殆
ど
法
律
に
規
定
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
今
は
な
い
縁
坐
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
成
立
に
は
故
意
ま
た
は
過
失
が
必
要

で
あ
っ
た
か
ら
、
刑
導
責
任
は
行
為
潜
の
一
身
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

唐
律
に
は
血
鯛
の
場
合
（
謀
反
、
謀
叛
、
殺
一
家
非
死
罪
三
人
、
造
畜
懸
毒
等
）

に
は
、
責
任
条
件
が
な
く
も
刑
罰
を
加
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
法
諺
に

あ
る
「
象
人
法
を
犯
す
と
き
は
、
罪
、
家
長
に
及
ぶ
」
こ
と
に
な
っ
た
。

　
反
坐
と
は
他
人
の
罪
を
誕
諒
し
た
と
き
は
、
誕
告
さ
れ
た
相
手
が
受
け
る
と

同
一
の
刑
罰
を
反
っ
て
加
う
べ
し
と
の
規
定
で
、
同
害
刑
主
義
（
タ
リ
オ
）
の

一
つ
の
適
用
で
あ
る
。
明
清
律
に
も
こ
の
規
定
が
あ
る
。

　
共
犯
、
累
犯
、
併
合
罪
、
十
悪
、
公
刑
と
私
刑
、
正
刑
と
陰
刑
、
附
加
刑
、

換
刑
、
議
、
請
、
減
、
駿
、
自
首
等
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
ら
れ
る
。
こ

の
一
章
の
み
な
ら
ず
全
篇
を
通
じ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
論
文
集
で
あ
る
と
共

に
、
体
系
的
中
国
法
律
辞
典
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
難
解
で
あ
り
、

単
純
な
字
句
の
間
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
各
種
の
律
を
読
み
と
る
に
便
利
こ
の

上
も
な
い
も
の
で
あ
る
と
申
し
た
い
。

山ノ、

　
笛
六
章
　
宋
代
以
後
に
お
け
る
刑
法
上
の
基
本
問
題
－
法
の
類
推
解
釈
と
遡

及
処
罰
に
お
い
て
、
宋
代
法
で
も
犯
罪
の
構
成
要
件
を
法
律
で
き
め
な
が
ら
、

他
方
で
は
犯
罪
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
類
推
解
釈
を
許
す
旨
の
規
定
を
お
ぎ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
官
の
認
定
次
第
で
犯
罪
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ

と
は
総
代
法
と
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
罪
刑
法
定
主
義
お
よ
び
そ
の
否
定
で

あ
る
。

　
唐
名
例
律
に
「
罪
を
断
ず
る
に
正
条
が
な
く
、
そ
の
罪
を
出
す
べ
ぎ
と
き
は
、

重
き
を
あ
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
罪
に
入
る
べ
き
と
き
は
軽
き
を
挙

げ
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
類
推
解
釈
の
基
本
規
定
と
し
た
。
こ
の

意
味
は
第
一
、
法
律
に
犯
罪
と
は
な
ら
ぬ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
よ
り
軽
い

行
為
は
罪
と
は
な
ら
な
い
が
、
第
二
、
犯
罪
と
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為

よ
り
重
い
行
為
は
犯
罪
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唐
律
の
こ
の
類
推
解
釈

の
規
定
の
具
体
例
を
そ
の
後
の
律
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
る
。

　
刑
法
不
遡
及
に
つ
い
て
は
「
犯
罪
を
犯
し
て
未
だ
発
せ
ず
、
お
よ
び
す
で
に

発
し
て
い
て
も
未
だ
断
決
し
な
い
う
ち
に
、
格
に
よ
っ
て
法
が
改
ま
る
と
き
は
、

も
し
格
が
重
い
と
き
は
犯
時
の
法
に
よ
り
、
格
が
軽
い
と
き
は
そ
の
貯
法
に
従

う
こ
と
を
ゆ
る
す
」
と
あ
る
。
唐
律
で
は
刑
罰
不
遡
及
霊
義
は
原
鋼
で
あ
る
が
、

犯
罪
時
法
と
裁
判
時
法
と
の
聞
に
刑
罰
の
軽
重
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
軽
い

方
を
適
用
し
、
こ
の
場
舎
に
隈
っ
て
遡
及
効
を
認
め
て
い
る
。
罪
代
法
も
こ
れ

を
つ
い
で
い
る
。

　
明
律
で
は
裁
判
時
法
主
義
が
行
わ
れ
て
、
犯
罪
晦
の
法
の
軽
重
如
何
を
と
わ

ず
、
裁
凋
時
の
法
を
適
用
し
た
。
不
遡
及
原
飼
が
立
て
ら
れ
、
溜
律
は
こ
れ
を
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雛
き
つ
い
だ
。

七

　
第
七
章
　
棄
ア
ジ
ア
古
荊
法
の
発
達
過
程
と
賠
償
制
（
ブ
ー
セ
）
に
お
い
て

は
刑
法
お
よ
び
損
害
賠
償
制
度
の
史
約
発
展
は
大
体
各
民
族
同
様
で
、
そ
の
起

源
は
復
瞥
の
う
ち
に
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
復
轡
は
加
害
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
怒
り
を
和
げ
、
心
理
的
満
足
の
た
め

の
反
動
で
あ
り
、
原
始
的
な
自
衛
と
自
力
救
済
の
手
段
で
あ
る
。
娃
会
に
公
権

威
が
十
分
に
確
立
す
る
に
至
ら
ず
、
社
会
の
統
制
力
が
未
発
達
の
段
階
に
お
い

て
、
ま
た
権
威
的
機
関
が
あ
っ
て
も
統
制
力
が
及
び
得
な
い
祉
会
段
階
に
お
い

て
、
秋
序
回
復
維
持
の
方
法
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
復
響
を
刑
調
（
刑
法
）
の
歴
史
酌
起
点
で
あ
る
と
岡
時
に
、
賠
償

（
民
法
）
の
歴
史
酌
淵
源
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

　
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
つ
い
て
こ
の
実
例
を
見
て
、
や
が
て
利
害
の
対
立
す

る
諸
集
団
を
超
え
て
統
制
力
が
発
達
し
、
公
的
権
威
が
高
ま
り
、
や
が
て
個
々

の
藥
國
が
冑
衛
の
た
め
に
行
っ
て
い
た
復
讐
は
必
要
な
く
な
り
、
賠
償
即
ち
経

済
酌
財
貨
の
擾
受
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方
途
を
見
出
し
て
、
賠
償
制
が
威
立
す

る
。
こ
れ
が
定
額
賠
償
制
と
な
っ
て
行
く
。

　
つ
づ
い
て
殺
人
・
傷
害
・
姦
淫
・
盗
犯
の
実
例
に
期
し
て
賠
償
を
記
述
し
、

賠
償
を
次
第
に
罰
金
化
し
て
刑
法
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
、
や
が
て
刑
羅
と
損

轡
賠
償
と
を
分
解
し
て
行
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
中
国
で
は
古
来
実
刑
を
優
位
に
お
い
た
。
中
国
で
は
政
治
的
権
威
が
早
く
か

ら
確
立
に
向
っ
て
い
て
、
刑
罰
権
は
公
酌
権
威
の
手
に
掌
握
さ
れ
、
公
酌
権
威

が
霞
己
に
と
っ
て
も
っ
と
も
利
害
関
係
の
深
い
法
益
に
向
っ
て
刑
鋼
権
を
主
張

し
て
い
た
の
ば
も
と
よ
り
、
当
事
春
附
の
私
醜
鵠
裁
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
こ

れ
を
否
認
し
、
犯
罪
も
被
害
者
の
立
場
に
重
き
を
置
い
た
賠
償
制
度
は
中
国
刑

法
に
は
乏
し
く
、
北
方
民
族
が
賠
償
制
を
申
国
に
も
っ
て
き
た
と
き
に
対
立
抗

争
し
た
の
で
あ
る
。
．
し
か
し
中
滴
で
の
実
情
で
は
裁
判
へ
の
不
信
頼
も
手
僑
っ

て
賠
償
は
被
評
者
と
加
害
者
と
の
協
定
に
よ
っ
て
、
或
は
公
正
と
思
わ
れ
て
い

る
第
三
者
の
介
入
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

八

　
第
八
章
　
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
詞
細
裂
（
タ
リ
オ
）
と
実
潮
主
義
の
諸
相
に

お
い
て
、
タ
リ
オ
即
ち
復
讐
意
識
を
露
骨
に
示
し
な
が
ら
、
し
か
も
無
欄
麗
な

報
復
を
法
を
以
て
抑
制
す
る
意
味
を
も
つ
て
お
り
、
復
讐
を
被
害
と
陶
じ
限
度

に
止
め
て
、
犯
鐸
と
笹
屋
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
、

中
国
に
は
例
が
少
な
い
の
で
周
辺
の
諸
民
族
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
答
杖
刑
、
肉
刑
、
‘
射
殺
荊
、
火
刑
、
獣
刑
、
公
衆
是
等
に
記
述
が
及
ん
で
い

る
。

九

　
笙
九
章
　
中
華
思
想
と
属
人
法
主
義
お
よ
び
属
地
法
霊
義
に
お
い
て
中
華
思

想
と
裏
切
に
つ
い
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
中
瞬
に
集
っ
た
り
、
中
瞬
領
内

に
贋
住
し
て
い
る
外
国
人
、
異
民
族
相
互
間
、
或
い
は
中
国
人
と
の
間
の
法
律

的
交
渉
を
処
理
解
決
す
る
た
め
に
基
準
を
た
て
た
の
は
属
人
法
主
義
ま
た
は
属

地
法
主
義
で
あ
る
と
説
く
。

　
例
を
蒙
古
人
に
と
れ
ば
、
い
ず
れ
の
所
に
於
て
も
蒙
古
法
を
以
て
裁
判
さ
れ

る
の
が
属
人
法
で
、
き
ま
っ
た
地
域
内
に
あ
る
ど
ん
な
人
に
も
適
翔
す
る
法
が
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羅
地
法
で
あ
る
、
こ
の
両
法
が
唐
律
に
初
め
て
見
え
る
。
化
外
人
同
志
で
あ
っ

て
法
律
を
同
じ
く
す
る
場
合
は
、
中
国
の
国
内
に
あ
っ
て
も
そ
の
共
通
の
法
律

で
裁
判
す
る
。
　
（
属
人
法
主
義
）
当
事
考
が
法
を
異
に
す
る
場
合
は
中
国
法
を

適
用
し
た
。
　
（
礪
地
法
主
義
）

　
こ
の
唐
律
の
規
定
は
遼
金
元
の
貯
金
代
ご
と
に
そ
の
と
き
ど
き
の
条
件
を
い

れ
て
変
化
し
、
明
律
で
は
ま
た
変
化
し
、
清
律
は
明
律
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ

れ
等
の
変
化
を
唐
・
宋
・
遼
・
金
・
元
・
明
・
清
・
高
麗
・
安
南
・
真
三
等
に

分
け
て
詳
述
し
て
い
る
。

十

　
第
十
章
　
北
方
鎖
族
法
と
中
国
法
の
交
渉
e
…
盛
代
刑
法
考
、
第
十
一
章
は

鈎
…
元
代
瑚
法
考
、
第
十
二
章
は
心
密
民
族
法
と
中
国
法
と
の
交
渉
i
如
上
珊

法
考
と
並
べ
て
い
る
。

　
北
方
民
族
の
法
律
の
特
色
は
血
讐
と
そ
れ
に
由
来
を
も
つ
賠
償
制
で
、
金
の

太
宗
時
代
に
上
の
特
色
を
も
つ
女
真
固
有
の
法
螺
と
罪
刑
法
定
主
義
の
中
国
風

の
法
律
の
二
重
体
系
が
存
在
し
て
い
た
が
、
や
が
て
申
圏
法
に
譲
歩
を
示
し
、

女
翼
固
有
法
は
退
場
し
た
が
、
こ
れ
は
一
応
外
見
的
退
場
で
あ
っ
た
。

　
金
の
法
葎
の
中
心
は
泰
和
律
で
あ
り
、
こ
れ
と
唐
律
と
比
較
し
て
詳
細
に
述

べ
、
そ
の
間
に
金
律
の
特
色
を
明
か
に
し
て
い
る
。
金
律
は
旛
律
の
上
に
守
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
各
則
的
規
定
即
ち
、
犯
罪
構
成
要
件
と
、
こ
れ
に

対
す
る
科
刑
の
限
度
を
定
め
た
各
条
に
み
ら
れ
る
正
配
を
あ
げ
て
い
る
。

　
元
代
の
刑
法
に
つ
い
て
も
黎
朝
の
刑
法
に
つ
い
て
も
唐
律
と
比
較
す
る
と
共

に
、
既
に
第
七
章
：
第
八
章
の
東
ア
ジ
ア
諸
斑
族
の
闘
の
ブ
ー
セ
及
び
タ
リ
オ

に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
も
の
で
、
併
読
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
全
く
よ
く
理
解
し
う
る
。

＋
嗣

．
既
に
最
初
に
記
述
し
た
通
り
、
尚
多
く
の
章
の
論
文
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
こ
れ
以
上
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
此
の
大
著
を

乎
に
し
て
数
ヵ
月
読
み
つ
づ
け
た
後
、
島
国
の
刑
法
研
究
上
に
こ
の
上
な
い
有

益
な
著
書
で
あ
り
、
広
く
読
ま
る
べ
き
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

　
各
論
文
に
は
序
節
と
し
て
論
交
内
容
の
概
要
が
か
か
げ
ら
れ
て
お
り
、
史
料

援
用
の
詳
細
な
記
述
が
つ
づ
い
て
い
る
の
で
、
先
ず
要
旨
が
つ
か
め
る
点
が
あ

り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
常
傭
は
又
詳
細
に
わ
た
り
、
引
用
の
頁
の
摘
記
だ
け

で
な
い
の
は
研
究
者
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
装
頗
・
活
字
・

章
節
間
の
空
白
は
読
む
に
快
感
を
与
え
る
程
度
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ

の
上
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
（
本
文
七
〇
二
頁
、
索
引
　

一
一
頁
、
　
一

九
五
九
年
八
月
　
東
京
大
学
田
版
会
刊
行
、
一
、
五
〇
〇
円
）

評
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