
第
七
十
五
卷

第
四
號

�
成
二
十
九
年
三
�
發
行

張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
と

嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
の
形
成
�
	

水

閒

大

輔

は
じ
め
に

第
一
違

奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
不
完
�
性
と
作
成
�
	

第
一
�

奏
讞
書
に
お
け
る

決

第
二
�

爲
獄
等
狀
四
種
に
お
け
る

決

第
三
�

奏
讞
書
と
爲
獄
等
狀
四
種
の
作
成
地

第
二
違

奏
讞
書
と
爲
獄
等
狀
四
種
の
�
綴
�
	

結

語
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は

じ

め

に

周
知
の
�
り
︑
張
家
山
漢
鯵
と
は
一
九
八
三
～
八
四
年
に
湖
北
省
荊
州
市
荊
州
區
の
張
家
山
第
二
四
七
號
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
鯵
羣
で
あ
り
︑

﹁
曆
�
﹂・﹁
二
年
律
令
﹂・﹁
奏
讞
書
﹂・﹁
�
書
﹂・﹁
算
數
書
﹂・﹁
蓋
廬
﹂・﹁
引
書
﹂
な
ど
の
�
書
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
張
家
山
第
二
四
七
號
墓

の
被
葬
者
は
︑
�
漢
初
�
の
呂
后
二
年

(
�
一
八
六
年
)
か
︑
そ
の
後
�
か
ら
ぬ
う
ち
に
死
�
し
︑
埋
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
被
葬
者
は

こ
れ
ら
の
�
書
の
內
容
や
副
葬
品
な
ど
か
ら
︑
生
�
下
�
官
�
を
務
め
た
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る(1

)
︒

一
方
︑
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
は
�
年
發
見
さ
れ
た
秦
の
竹
鯵
・
木
鯵
羣
で
あ
る
︒
�
年
の
盜
掘
に
よ
っ
て
香
�
の
骨
董
市
場
へ
液
出
し
て
い
た

が
︑
二
〇
〇
七
年
に
湖
南
大
學
嶽
麓
書
院
が
�
入
し
︑
ま
た
二
〇
〇
八
年
に
香
�
の
收
藏
家
が
嶽
麓
書
院
へ
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
質

日
﹂・﹁
爲
�
治
官
!
黔
首
﹂・﹁
占
夢
書
﹂・﹁
數
﹂・﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂・﹁
秦
律
令
﹂
な
ど
の
�
書
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
盜
掘
の
た
め
出
土
地

點
・
狀
況
・
經
雲
な
ど
は
一
切
不
"
で
あ
る
が
︑
�
書
の
內
容
か
ら
︑
墓
よ
り
出
土
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
�
て
の
�
書

が
同
一
の
墓
か
ら
出
土
し
た
の
か
否
か
は
"
ら
か
で
な
い(2

)
︒

本
稿
で
は
張
家
山
漢
鯵
・
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
に
含
ま
れ
て
い
る
�
書
の
う
ち
︑﹁
奏
讞
書
﹂
と
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
を
檢
討
の
對
象
と
す
る
︒

奏
讞
書
は
春
秋
時
代
の
衞
・
魯
︑
!
び
秦
王
政
�
～
�
漢
高
祖
�
の
𠛬
事
裁

記
錄
で
︑
�
部
で
二
二
の
案
例
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
圖
版
に
よ

る
と
︑
奏
讞
書
を
記
し
た
竹
鯵
羣
の
上
部
・
中
央
・
下
部
の
三
か
%
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
紐
で
�
綴
し
た
痕
が
見
え
る
︒
出
土
時
︑
竹
鯵
羣
は
泥

や
他
の
副
葬
品
の
壓
&
を
'
け
︑
や
や
散
亂
し
て
い
た
も
の
の
︑﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵
︹
二
四
七
號
墓
︺﹄
卷
末
の
﹁
竹
鯵
出
土
位
置
示
(
圖
﹂

に
よ
る
と
︑
一
卷
の
册
書
と
し
て
卷
か
れ
た
狀
態
に
�
い
形
で
出
土
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
遲
く
と
も
副
葬
時
に
は
︑
案
例
一
か
ら
二
二
へ

至
る
ま
で
︑
�
て
の
竹
鯵
羣
が
一
卷
の
册
書
と
し
て
�
綴
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
︒﹁
竹
鯵
出
土
位
置
示
(
圖
﹂
を
見
る
と
︑
案
例
一
の

先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
︑
案
例
二
二
の
末
尾
の
鯵
が
�
も
外
側
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
案
例
二
二
末
尾
の
鯵
の
背
面
に

は
︑﹁
奏
謹

(
讞
)
書
﹂
と
い
う
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
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一
方
︑
爲
獄
等
狀
四
種
は
秦
王
政
�
・
始
皇
)
�
の
𠛬
事
裁

記
錄
で
︑
�
部
で
一
五
の
案
例
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
鯵
の
材
質
・
書
體
・
體

裁
な
ど
か
ら
第
一
類

(案
例
一
～
七
)
・
第
二
類

(案
例
八
～
一
三
)
・
第
三
類

(案
例
一
四
)
・
第
四
類

(案
例
一
五
)
の
四
つ
に
分
類
で
き
る(3

)
︒
嶽

麓
書
院
藏
秦
鯵
の
う
ち
︑
二
〇
〇
七
年
に
嶽
麓
書
院
が
�
入
し
た
も
の
は
︑
�
部
で
八
枚
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
に
+
ま
れ
て
い
た
が(4

)
︑

爲
獄
等
狀
四
種
は
そ
れ
ら
の
う
ち
七
つ
の
+
み
か
ら
發
見
さ
れ
て
い
る(5

)
︒
整
理
者
が
�
違
の
內
容
や
﹁
反
印
�(6

)
﹂︑
+
み
內
部
で
の
堆
積
狀
況

な
ど
を
根
據
と
し
て
復
元
し
た
と
こ
ろ
︑
各
類
は
本
來
そ
れ
ぞ
れ
一
卷
ず
つ
册
書
と
し
て
�
綴
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
︒
第
三
類
は
奏
讞

書
と
同
樣
︑
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
︑
末
尾
の
鯵
が
�
も
外
側
に
位
置
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
第
一
類
・
第
二
類
・
第
四
類
は
,
に

末
尾
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
︑
先
頭
の
鯵
が
�
も
外
側
に
位
置
し
て
い
た(7

)
︒
ち
な
み
に
︑
こ
れ
ら
四
卷
の
册
書
が
同
一
の
墓
か
ら
出
土
し

た
も
の
か
否
か
は
"
ら
か
で
な
い
︒

さ
て
︑
奏
讞
書
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
が
�
纂
物
あ
る
い
は
書
物
で
あ
っ
た
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
︒
�
山
"
氏
は
︑

奏
讞
書
は
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
め
︑
中
央
の
廷
尉
が
�
纂
物
・
書
物
と
し
て
整
理
し
︑
�
國
へ
�
布
し
た
も
の
と
す
る(8

)
︒
ま
た
廣

瀨
薰
雄
氏
は
︑
廷
尉
府
で
�
纂
さ
れ
た
﹃
廷
尉
故
事
﹄
が
各
地
へ
傳
え
ら
れ
た
後
︑
南
郡
で
こ
れ
に
自
郡
の
案
例

(南
郡
故
事
)
を
組
み
/

ん
で
作
成
さ
れ
た
書
物
と
す
る(9

)
︒
兩
說
の
閒
で
は
1
い
も
あ
る
も
の
の
︑
奏
讞
書
を
�
纂
物
あ
る
い
は
書
物
と
見
て
い
る
點
で
は
共
�
し
て

い
る
︒

一
方
冨
谷
至
氏
は
︑
奏
讞
書
は
﹁
フ
ァ
イ
ル
鯵
﹂
で
あ
っ
て
︑
�
纂
物
・
書
物
と
は
性
格
が
衣
な
る
と
す
る
︒
氏
は
秦
・
漢
の
册
書
に
つ
い

て
2
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
册
書
に
は
﹁
書
物
鯵
﹂
と
﹁
フ
ァ
イ
ル
鯵
﹂
の
二
種
類
が
あ
り
︑
�
者
は
書
籍
︑
後
者
は
帳
3
な

ど
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
書
物
鯵
は
册
書
末
尾
の
鯵
を
中
心
と
し
て
︑
�
違
が
記
さ
れ
て
い
る
面
を
內
側
に
し
て
卷
か
れ
︑
册
書
先
頭
の
鯵
の

背
面
に
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
先
頭
の
鯵
か
ら
順
2
開
い
て
閱
覽
す
る
こ
と
に
な
る
︒
一
方
︑
フ
ァ
イ
ル
鯵
は
,
に
册
書
先
頭
の

鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
︑
册
書
末
尾
の
鯵
の
背
面
に
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
鯵
を
順
2
附
け
加
え
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
フ
ァ
イ

ル
鯵
は
未
整
理
な
覺
え
書
き
	
度
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
整
理
の
5
宜
上
�
綴
さ
れ
た
に
�
ぎ
ず
︑
書
籍
と
し
て
�
集
さ
れ
る
以
�
の
段
階
に
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あ
っ
た
︑
と
︒
氏
は
そ
の
う
え
で
︑
奏
讞
書
も
末
尾
の
鯵
の
背
面
に
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
フ
ァ
イ
ル
鯵
に
該
當
す
る
と
解
し
て

い
る(10

)
︒
氏
が
こ
の
說
を
提
示
し
た
と
き
︑
奏
讞
書
の
卷
き
方
は
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
後
に
﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵
︹
二
四
七
號
墓
︺﹄

が
刊
行
さ
れ
︑
奏
讞
書
も
確
か
に
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
た
こ
と
が
"
ら
か
に
な
っ
た
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
奏
讞
書
が
�
纂
物
あ
る
い
は
書
物
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
雙
方
の
見
解
に
つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
2
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
︒

第
一
に
︑
奏
讞
書
に
含
ま
れ
て
い
る
案
例
の
中
に
は
︑
と
て
も
�
纂
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
も
の
も
見
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑

2
違
で
営
べ
る
�
り
︑
案
例
二
で
は
江
陵
縣

(現
在
の
湖
北
省
荊
州
市
)
が
南
郡
へ
﹁
讞
﹂
を
行
い
︑
さ
ら
に
南
郡
が
廷
尉
へ
再
度
讞
を
行
っ
て

い
る
が
︑
廷
尉
が
そ
れ
に
對
し
て
い
か
な
る
囘
答
を
示
し
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
讞
と
は
上
�
機
關
に
對
し
て

斷
を
仰
ぐ
こ
と
で
あ
る
︒

當
時
の
制
度
で
は
治
獄
に
お
い
て
い
か
な
る

斷
を
下
す
べ
き
か

斷
が
つ
か
な
い
場
合
︑
縣
・
6
は
郡
︑
郡
は
廷
尉
に
對
し
て
讞
を
行
い
︑

さ
ら
に
廷
尉
で
も

斷
が
つ
か
な
い
場
合
︑
皇
)
に
上
奏
し
て

斷
を
仰
ぐ
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
︒
讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
︑
�
7
8
に
い
か
な
る

決
が
下
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
が
︑

決
が
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
は
︑

司
法
實
務
の
參
考
と
す
る
に
は
利
用
價
値
が
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
司
法
實
務
の
參
考
と
す
る
に
は
不
完
�
な
案
例
を
︑

わ
ざ
わ
ざ
�
纂
・
�
布
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
二
に
︑
冨
谷
氏
は
︑
奏
讞
書
は
フ
ァ
イ
ル
鯵
で
あ
り
︑
フ
ァ
イ
ル
鯵
が
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
る
の
は
︑
鯵
を
順
2
附
け

加
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
た
め
と
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
少
な
く
と
も
奏
讞
書
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
︒
奏
讞
書
で
は
案
例
一
か
ら

二
二
へ
至
る
ま
で
︑
案
例
番
號
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
が
︑
後
営
す
る
�
り
︑
案
例
一
～
五
︑
!
び
一
四
～
一
六
で
は
む
し
ろ
怨
し
い
年
代
の

案
例
か
ら
古
い
案
例
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
︒
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
︑
怨
し
い
案
例
が
册
書
の
末
尾
に
順
2
附
け
加
え
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
︑
古
い
案
例
か
ら
怨
し
い
案
例
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
以
上
の
二
つ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
は
奏
讞
書
の
み
な
ら
ず
︑
爲
獄
等
狀
四
種
で
も
問
題
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と
な
る
︒
私
は
こ
れ
ら
の
問
題
こ
そ
が
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
形
成
�
	
を
解
"
す
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
︒
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
形
成
�
	
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

第
一
違

奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
不
完
�
性
と
作
成
�
	

本
違
で
は
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
う
ち
︑
一
部
の
案
例
に

決
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
(
味
を
探
る
︒

第
一
�

奏
讞
書
に
お
け
る

決

｢は
じ
め
に
﹂
で
は
奏
讞
書
の
案
例
二
に

決
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
営
べ
た
が
︑
他
の
案
例
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
本
�
で
は
奏
讞
書

の
各
案
例
に
お
い
て
︑

決
が
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
た
い
︒

分
析
に
入
る
�
に
︑
一
つ
確
:
し
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
︒
先
営
の
�
り
︑
奏
讞
書
に
含
ま
れ
て
い
る
二
二
の
案
例
の
內
容
は
︑
一
言
で

示
せ
ば
𠛬
事
裁

記
錄
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
�
書
と
し
て
の
性
格
や
書
式
は
一
樣
で
は
な
い
︒
小
嶋
茂
稔
氏
は
各
案
例
の

書
式
を
根
據
と
し
て
︑
二
二
の
案
例
を
第
一
羣
～
三
羣
に
分
類
し
て
い
る(11

)
︒
以
下
︑
小
嶋
氏
の
分
類
に
從
っ
て
檢
討
を
;
め
る
︒

一
︑
第
一
羣

第
一
羣
は
い
ず
れ
も
﹁
讞
﹂
を
內
容
と
す
る
案
例
で
あ
る(12

)
︒
案
例
一
～
五
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
以
下
で
営
べ
る
�
り
︑
�
て
の
案
例
が
ほ

ぼ
同
じ
�
書
型
式
で
記
さ
れ
て
い
る
︒

案
例
一

案
例
一
で
は
冒
頭
に(13

)
︑

十
一
年
八
�
甲
申
朔
己
丑
︑
夷
6
警
・
丞
嘉
敢
謹

(
讞
)
之
︒
(第
一
鯵
)

(十
一
年
八
�
甲
申
朔
己
丑
︑
夷
6
警
・
丞
嘉
敢
て
之
を
讞
す
︒
)

― 5 ―

641



と
あ
り
︑
高
祖
一
一
年

(
�
一
九
六
年
)
八
�
六
日
︑
夷
6

(現
在
の
湖
北
省
宜
都
市
西
)
令
警
・
丞
嘉
が
讞
を
行
う
旨
の
�
言
が
あ
り
︑
以
下

讞
に
先
立
っ
て
夷
6
で
行
わ
れ
た
審
理
の
結
果
が
記
さ
れ
︑
�
後
に
︑

敢
謹

(
讞
)
之
︒
謁
報
︑
署
獄
?
曹
發
︒
●
�
當
︑
毋
憂
當
@

(腰
)
斬
︒
或
曰
︑
不
當
論
︒
●
廷
報
︑
當
@

(腰
)
斬
︒
(第
六
鯵
・
七

鯵
)

(敢
て
之
を
讞
す
︑
と
︒
報
を
謁こ

う
︑
獄
?
曹
發
せ
と
署し
る

せ
︒
●
�
當
つ
︑
毋
憂
は
腰
斬
に
當
る
︑
と
︒
或
い
は
曰
く
︑
論
ず
る
に
當
ら
ず
︑
と
︒
●
廷
報

ず
︑
腰
斬
に
當
る
︑
と
︒
)

で
7
わ
っ
て
い
る
︒
末
尾
の
﹁
廷
報
︑
當
@

(腰
)
斬
﹂
は
讞
に
對
す
る
囘
答
で
あ
り
︑
本
件
の
被
疑
者
を
腰
斬
に
處
す
る
よ
う
﹁
廷
﹂
す
な

わ
ち
廷
尉
が
囘
答
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る(14

)
︒﹁
報
﹂
は
囘
答
の
(
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
あ
た
か
も
夷
6
が
直
接
廷
尉
に
對
し
て
讞
を

行
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
當
時
の
制
度
で
は
︑
縣
・
6
は
郡
に
對
し
て
讞
を
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
夷
6
は
南
郡
に
屬
す
る
6
で

あ
る
か
ら
︑
本
件
で
は
南
郡
へ
讞
を
行
い
︑
さ
ら
に
南
郡
が
廷
尉
へ
讞
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
右
の
記
営
も
含
め
︑
本
件
に
は
﹁
南
郡
﹂
と

い
う
語
が
一
例
も
見
え
な
い
が
︑
汪
桂
海
氏
は
︑
本
件
で
は
南
郡
守
が
廷
尉
府
へ
上
申
す
る
旨
の
�
言
が
省
略
さ
れ
て
お
り
︑
わ
ず
か
に
﹁
謁

報
﹂
と
い
う
�
言
だ
け
が
省
略
さ
れ
ず
に
殘
さ
れ
て
い
る
と
す
る(15

)
︒
思
う
に
︑﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
ま
で
が
夷
6
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
�
言
で

あ
り
︑﹁
謁
報
︑
署
獄
?
曹
發
︒
●
�
當
︑
毋
憂
當
@

(腰
)
斬
︒
或
曰
︑
不
當
論
﹂
は
南
郡
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
�
言
で
あ
ろ
う
︒﹁
謁
報
︑

署
獄
?
曹
發
﹂
が
南
郡
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
�
言
で
あ
る
こ
と
は
︑
以
下
の
よ
う
な
點
か
ら
確
:
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀

四
種
の
う
ち
︑
縣
・
6
が
郡
へ
讞
を
行
い
︑
か
つ
郡
が
廷
尉
へ
讞
を
行
っ
て
い
な
い
案
例
︑
!
び
內
?
に
屬
す
る
縣
が
廷
尉
へ
直
接
讞
を
行
っ

て
い
る
案
例

(後
営
)
で
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
の
後
に
﹁
謁
報
︑
署
×
×
發
﹂
と
い
う
�
言
が
見
え
な
い

(奏
讞
書
案
例
三
・
四
︑

爲
獄
等
狀
四
種
案
例
一
～
七
・
一
四
)
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
內
?
以
外
の
縣
・
6
が
讞
を
行
い
︑
廷
尉
が
囘
答
し
て
い
る
案
例
で
は
︑
い
ず
れ
も

﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
の
後
に
こ
の
�
言
が
見
え
る

(奏
讞
書
案
例
一
・
五
)
︒

｢
謁
報
︑
署
×
×
發
﹂
に
つ
い
て
﹃
二
年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
は
里
耶
秦
鯵
に(16

)
︑
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四
�
己
酉
︑
陽
陵
守
丞
廚
敢
言
之
︑
寫
上
謁
報
︑
報
署
金
布
發
︒
敢
言
之
︒
(九
︱
四
正
面
)

(四
�
己
酉
︑
陽
陵
守
丞
廚
敢
て
之
を
言
う
︑
寫
し
上
り
て
報
を
謁
う
︑
報
に
は
金
布
發
せ
と
署
せ
︒
敢
て
之
を
言
う
︑
と
︒
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
署
×
×
發
﹂
は
﹁
報
署
×
×
發
﹂
の
省
略
と
解
し
て
い
る

(三
三
六
頁
)
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
謁
報
︑︹
報
︺
署
×

×
發
﹂
は
﹁
囘
答
を
求
め
ま
す
︒︹
こ
の
�
書
に
對
す
る
E
信
に
は
︺﹃
×
×
が
開
封
せ
よ
﹄
と
記
し
て
下
さ
い
﹂
の
(
と
解
さ
れ
る
︒﹁︹
報
︺

署
×
×
發
﹂
は
@
す
る
に
�
書
を
F
る
側
が
E
信
の
宛
先
を
指
定
し
た
�
言
と
い
え
る
︒

續
く
﹁
�
當
﹂
の
﹁
當
﹂
は

決
案
の
(
で
あ
る
︒﹁
�
當
︑
毋
憂
當
@

(腰
)
斬
︒
或
曰
不
當
論
﹂
で
は
︑
南
郡
の
�
の
う
ち
あ
る
者
は

被
疑
者
毋
憂
の
行
爲
が
﹁
腰
斬
﹂
(腰
部
を
切
斷
す
る
𠛬
罰
)
に
あ
た
る
と
G
張
し
︑
ま
た
あ
る
者
は
罪
に
あ
た
ら
な
い
と
G
張
し
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
︒
本
件
に
つ
い
て
は
南
郡
の
中
で
(
見
が
わ
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
本
件
は
本
來
夷
6
が
審
理
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
︑
こ
れ
ら
二
つ
の

決
案
は
も
と
も
と
夷
6
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
南
郡
で
も
い
ず
れ
と
も

斷
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
續
い
て
﹁
廷
報
︑
當
@

(腰
)
斬
﹂
と
あ
る
の
に
よ
る
と
︑
廷
尉
は
結
局
�
者
の

決
案
を
H
用
し
た
こ
と
に

な
る
︒

讞
に
對
す
る
囘
答
は
事
實
上
の

決
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
後
営
す
る
�
り
︑
案
例
二
一
で
は
廷
尉
が
杜
縣
に
よ
る
讞
に
對
し
て
囘
答

し
て
い
る
が

(杜
縣
は
內
?
に
屬
す
る
た
め
︑
廷
尉
に
直
接
讞
を
行
っ
た
︒
後
営
)
︑
そ
の
中
で
︑

吿
杜
論
甲
︒
(第
一
八
八
鯵
)

(杜
に
吿
げ
て
甲
を
論
ぜ
し
む
︒
)

と
あ
り
︑
廷
尉
府
が
囘
答
を
杜
縣
に
�
吿
し
︑
被
疑
者
甲
を
﹁
論
﹂
ぜ
し
め
て
い
る
︒
論
と
は
幅
廣
い
槪
念
で
あ
り
︑
𠛬
事
事
件
の
處
理
�
體

を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
︑
今
日
で
い
う

決
を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
︑
𠛬
罰
の
執
行
を
指
す
場
合
も
あ
る(17

)
︒
こ
こ
で
い
う
論
が
具
體
8
に
い
か

な
る
(
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は

然
と
し
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
𠛬
罰
の
執
行
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

上
�
機
關
の
囘
答
は
い
わ
ば
命
令
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
囘
答
を
'
け
た
機
關
は
特
段
の
事
K
が
な
い
限
り
︑
囘
答
�
り
に
𠛬
罰
を
執
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行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
案
例
一
に
つ
い
て
は
︑
廷
尉
の
囘
答
が
事
實
上
の

決
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
"
ら
か
で
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
二
年
律
令
に
よ

る
と
︑
被
疑
者
の
罪
が
死
罪
あ
る
い
は
�
失
殺
人
・
戲
殺
人
に
あ
た
る
場
合
︑
縣
・
6
で
は

決
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
郡
へ
上
申
し
︑
郡

は
再
度
こ
れ
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(18

)
︒
そ
れ
は
縣
・
6
の
審
理
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
事
件
の
事
實
關
係
が
眞
實
で
あ
っ
た
か
否
か

を
郡
が
再
度

斷
し
︑

決
を
下
す
の
に
愼
重
を
�
す
た
め
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
本
件
の
場
合
︑
夷
6
は
旣
に
南
郡
へ
讞
を
行
っ
て
い
る

の
で
︑
廷
尉
が
囘
答
を
示
し
た
後
も
夷
6
が
南
郡
へ
上
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
︑
二
度
手
閒
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
場
合
︑
二
度

手
閒
に
な
る
こ
と
も
辭
さ
ず
︑
再
度
郡
が
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
否
か
は
定
か
で
な
い
︒
た
だ
し
︑
少
な
く
と
も
今
日
知
ら
れ

て
い
る
讞
案
件
を
見
る
と
︑
上
�
機
關
へ
讞
を
行
う
の
は
︑
い
か
な
る
律
令
の
規
定
を
N
用
す
べ
き
か

斷
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
︑
審

理
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
事
件
の
事
實
關
係
の
眞
實
性
に
確
證
が
持
て
な
い
か
ら
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
讞
を
'
理
し
た
上
�
機
關
は
律
令
の
解

釋
の
み
を
審
議
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
事
實
關
係
の
眞
實
性
ま
で
は
審
議
の
對
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
郡
が

再
度
審
理
を
行
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

案
例
二

案
例
二
で
は
冒
頭
に
︑

十
一
年
八
�
甲
申
朔
丙
戌
︑
江
陵
丞
驁
敢
謹

(
讞
)
之
︒
(第
八
鯵
)

(十
一
年
八
�
甲
申
朔
丙
戌
︑
江
陵
丞
驁
敢
て
之
を
讞
す
︒
)

と
あ
り
︑
高
祖
一
一
年
八
�
三
日
︑
江
陵
縣
丞
驁
が
讞
を
行
う
旨
の
�
言
が
あ
り
︑
以
下
江
陵
縣
で
行
わ
れ
た
審
理
の
結
果
が
記
さ
れ
︑
�
後

に
︑

敢
謹

(
讞
)
之
︒
謁
報
︑
署
中
廥
發
︒
●
�
當
︑
黥
媚
顏
頯
︑
畀
禒
︒
或
曰
︑
當
爲
庶
人
︒
(第
一
五
鯵
・
一
六
鯵
)

(敢
て
之
を
讞
す
︑
と
︒
報
を
謁
う
︑
中
廥
發
せ
と
署
せ
︒
●
�
當
つ
︑
媚
の
顏
頯
を
黥
し
︑
禒
に
畀
う
︑
と
︒
或
い
は
曰
く
︑
庶
人
と
爲
す
に
當
る
︑

と
︒
)
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で
7
わ
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を
案
例
一
と
比
�
す
る
と
︑
�
く
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑﹁
廷
報
﹂
以
下
す
な
わ
ち
廷
尉

に
よ
る
囘
答
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
案
例
一
と
同
樣
︑
江
陵
縣
が
ど
こ
へ
讞
を
行
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
江
陵
縣
は
南
郡
の

屬
縣
で
あ
る
か
ら
︑
南
郡
に
對
し
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
一
見
す
る
と
︑﹁
謁
報
﹂
以
下
も
江
陵
縣
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
�
言
の
ご
と
く
に

讀
め
る
︒
し
か
し
︑
案
例
一
と
�
く
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
や
は
り
﹁
謁
報
﹂
以
下
は
南
郡
で
記
さ
れ
た
�
言
で
あ

り
︑
南
郡
が
さ
ら
に
廷
尉
へ
讞
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
︑﹁
�
當
﹂
以
下
二
つ
の

決
案
も
南
郡
で
出
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る

(も
ち
ろ
ん
︑
元
は
と
い
え
ば
江
陵
縣
で
出
さ
れ
た

決
案
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
件
で
は
南
郡
で
出
さ
れ
た
二
つ

の

決
案
を
�
後
と
し
て
記
営
が
7
わ
っ
て
お
り
︑
讞
に
對
し
て
い
か
な
る
囘
答
が
示
さ
れ
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

案
例
一
・
四
・
五
で
は
縣
あ
る
い
は
郡
で
出
さ
れ
た

決
案
を
擧
げ
た
後
︑
鯵
を
改
め
ず
に
讞
に
對
す
る
囘
答
を
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

案
例
三
で
は
二
つ
の

決
案
を
列
擧
し
た
後
︑
鯵
を
改
め
て
囘
答
を
記
し
て
い
る
︒
案
例
二
で
は
二
つ
の

決
案
を
列
擧
し
た
後
︑
空
白
に

な
っ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
案
例
二
で
も
案
例
三
と
同
樣
︑
鯵
を
改
め
て
讞
に
對
す
る
囘
答
を
記
し
て
い
た
が
︑
そ
の
鯵
が
朽
ち
て
な
く
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
︑
2
�
で
営
べ
る
�
り
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
は
︑
爲
獄
等
狀
四
種
に
も

い
く
つ
か
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
案
例
二
だ
け
が
偶
然
に
も
朽
ち
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

案
例
三

案
例
三
で
は
胡
縣

(現
在
の
河
南
省
靈
寶
市
西
)
が
讞
を
行
っ
て
い
る
︒
案
例
一
・
二
と
比
�
す
る
と
︑﹁
謁
報
︑
署
×
×
發
﹂
と

い
う
記
営
が
な
い
點
を
除
け
ば
︑
二
つ
の

決
案
を
列
擧
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
後
に
鯵
を
改
め
て
︑

十
年
八
�
庚
申
朔
癸
亥
︑
大

(太
)
僕
不
O
行
廷
尉
事
︑
謂
胡
嗇
夫
︑
謹

(
讞
)
獄
?
闌
︑
謹

(
讞
)
固
P
審
︒
廷
以
聞
︑
闌
當
黥
爲
城

旦
︒
它
如
律
令
︒
(第
二
六
鯵
・
二
七
鯵
)

(十
年
八
�
庚
申
朔
癸
亥
︑
太
僕
不
O
︑
廷
尉
の
事
を
行
う
︑
胡
嗇
夫
に
謂
う
︑
獄
?
闌
を
讞
す
る
も
︑
讞
固
よ
り
審
ら
か
な
る
こ
と
P
り
︒
廷
以
て
聞
す
︑

闌
は
黥
し
て
城
旦
と
爲
す
に
當
ら
ん
︒
它
は
律
令
の
如
く
せ
ん
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑
こ
れ
に
て
案
例
三
の
記
営
が
7
わ
っ
て
い
る
︒
本
件
で
も
胡
縣
が
ど
こ
へ
讞
を
行
っ
た
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
胡
縣
は
內
?
に
%
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屬
す
る
縣
で
あ
っ
た
︒
當
時
の
制
度
で
は
︑
內
?
に
%
屬
す
る
縣
は
直
接
廷
尉
へ
讞
を
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た(19

)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
胡
縣
は

廷
尉
へ
直
接
讞
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
︑
二
つ
の

決
案
も
胡
縣
で
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

右
の
記
営
は
讞
に
對
す
る
囘
答
で
あ
り
︑
案
例
一
よ
り
も
や
や
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
太
僕
公
上
不
O
が
廷
尉
の
職

務
を
代
行
し(20

)
︑
胡
縣
へ
囘
答
し
て
い
る
︒
こ
の
と
き
に
は
廷
尉
の
缺
員
な
ど
︑
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
︑
廷
尉
が
囘
答
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
胡
縣
に
對
す
る
囘
答
の
中
に
﹁
廷
以
聞
︑
闌
當
黥
爲
城
旦
︒
它
如
律
令
﹂
と
あ
る
こ
と
で

あ
る
︒
こ
れ
は
�
字
�
り
に
譯
せ
ば
︑﹁
闌

(被
疑
者
の
名
)
の
罪
は
黥
城
旦
に
あ
た
り
︑
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
律
令
の
�
り
に
處
理
し
よ

う
︑
と
廷
尉
は
皇
)
へ
上
奏
し
た
﹂
と
い
う
(
味
に
な
る
︒
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
廷
尉
府
は
本
件
を
皇
)
へ
上
奏
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
廷
尉
府

は
胡
縣
が
提
示
し
た
二
つ
の

決
案
の
う
ち
一
つ
を
H
用
し
て
お
り
︑
し
か
も
囘
答
の
中
で
﹁
謹

(
讞
)
固
P
審
﹂
と
い
う

斷
も
下
し
て
い

る
︒
こ
れ
は
︑
讞
で

斷
を
仰
い
だ
內
容
は
法
律
に
"
確
な
規
定
が
あ
り
︑
本
來
讞
を
行
う
ま
で
も
な
い
こ
と
を
い
う
�
言
で
あ
る(21

)
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
廷
尉
府
が
本
件
を
皇
)
へ
上
奏
し
た
の
は
︑
い
か
な
る

決
を
下
す
べ
き
か

斷
が
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
本
件

で
は
何
ら
か
の
事
由
に
よ
り
︑
廷
尉
府
で
も
�
7
8
な

決
を
下
す
權
限
が
な
く
︑
皇
)
へ
裁
可
を
求
め
る
必
@
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か(22

)
︒

案
例
三
で
は
廷
尉
府
が
皇
)
へ
裁
可
を
求
め
た
結
果
︑
皇
)
が
實
際
に
こ
れ
を
裁
可
し
た
の
か
否
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
皇
)

の
裁
可
が
下
っ
て
い
な
い
の
に
︑
本
件
を
皇
)
へ
上
奏
し
た
こ
と
を
︑
廷
尉
府
が
わ
ざ
わ
ざ
胡
縣
へ
�
吿
し
た
と
も
考
え
が
た
い
︒
よ
っ
て
︑

右
の
上
奏
は
旣
に
裁
可
さ
れ
︑
そ
れ
を
公
上
不
O
が
胡
縣
へ
傳
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
が
事
實
上
の

決
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

案
例
四

案
例
四
で
は
胡
縣
が
讞
を
行
い
︑
廷
尉
が
囘
答
を
示
し
て
い
る
︒
書
式
は
案
例
一
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒

案
例
五

案
例
五
で
は
江
陵
縣
が
讞
を
行
っ
て
い
る
︒
案
例
一
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
廷
報
﹂
で
は
な
く
﹁
廷
以
聞
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
件
で
も
江
陵
縣
が
ど
こ
へ
讞
を
行
っ
た
の
か
"
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
案
例
一
・
二
と
同
じ
く
﹁
謁
報
︑
署
×
×
發
﹂

と
い
う
�
言
が
見
え
︑
ま
た
﹁
廷
以
聞
﹂
と
あ
る
の
で
︑
江
陵
縣
が
南
郡
︑
南
郡
が
廷
尉
へ
讞
を
行
い
︑
さ
ら
に
廷
尉
が
皇
)
へ
上
奏
し
て
裁
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可
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
件
は
末
尾
に
︑

●
廷
以
聞
︑
武
當
黥
爲
城
旦
︑
除
視
︒
(第
四
七
鯵
・
四
八
鯵
)

(●
廷
以
て
聞
す
︑
武
は
黥
し
て
城
旦
と
爲
す
に
當
り
︑
視
を
除
か
ん
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑
武

(人
名
)
の
罪
は
黥
城
旦
に
あ
た
り
︑
視

(人
名
)
は
無
罪
と
し
よ
う
︑
と
廷
尉
が
皇
)
へ
上
奏
し
た
︑
と
い
う
記
営
を
�
後
と

し
て
7
わ
っ
て
お
り
︑
皇
)
が
廷
尉
の

決
案
を
裁
可
し
た
か
否
か
は
"
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
案
例
三
も
同
樣
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
︑
本
件
の
﹁
廷
以
聞
﹂
以
下
も
皇
)
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
內
容
を
事
實
上
記
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か(23

)
︒

二
︑
第
二
羣

案
例
六
～
一
三
は
第
二
羣
に
分
類
さ
れ
る
︒
第
二
羣
も
�
て
讞
を
內
容
と
す
る
案
例
で
あ
り
︑
同
一
の
�
書
型
式
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
典
型

例
と
し
て
案
例
六
の
�
�
を
左
に
揭
げ
る
︒

●
●
漢
中
守
謹

(
讞
)︑
公
大
夫
昌
苔

(笞
)
奴
相
如
︑
以
辜
死
︒
先
自
吿
︑
相
如
故
民
︑
當
免
︒
作
少
府
︑
昌
與
相
如
U
︑
弗
免
已
︒

獄
治
︑
不
當
爲
昌
錯
吿
不
孝
︑
疑
罪
︒
●
廷
報
︑
錯
吿
︑
當
治
︒
(第
四
九
鯵
・
五
〇
鯵
)

(●
●
漢
中
守
讞
す
︑
公
大
夫
昌
︑
奴
相
如
を
笞
ち
︑
辜
を
以
て
死
す
︒
先
に
自
ら
吿
ぐ
︑
相
如
は
故
と
民
︑
免
ず
る
に
當
る
︒
少
府
に
作
し
︑
昌
︑
相
如

と
U
す
︑
免
ぜ
ざ
る
の
み
︑
と
︒
獄
治
せ
ら
る
る
も
︑
昌
︑
不
孝
を
錯
吿
す
と
爲
す
に
當
ら
ず
︑
罪
を
疑
う
︒
●
廷
報
ず
︑
錯
吿
す
︑
治
す
る
に
當
る
︑

と
︒
)

第
二
羣
も
讞
を
內
容
と
す
る
案
例
と
い
う
點
で
は
第
一
羣
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
以
下
の
よ
う
な
1
い
も
見
ら
れ
る
︒

第
一
に
︑
�
違
が
短
い
︒
第
一
羣
で
は
各
案
例
が
七
～
一
三
本
の
竹
鯵
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
︑
第
二
羣
で
は
わ
ず
か
一
︑
二
本
の
竹

鯵
に
記
さ
れ
て
い
る
に
�
ぎ
な
い
︒
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第
二
に
︑
第
一
羣
に
見
え
る
よ
う
な
定
型
�
言
が
必
ず
し
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
第
一
羣
で
は
﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
で
讞
の
內
容
が
7
わ

り
︑
2
に
案
例
に
よ
っ
て
は
﹁
謁
報
︑
署
×
×
發
﹂
と
い
う
�
言
が
入
り
︑
そ
し
て
﹁
�
當
﹂
あ
る
い
は
﹁
�
議
﹂
以
下
に
二
つ
の

決
案
が

列
擧
さ
れ
︑
�
後
に
﹁
廷
報
﹂
あ
る
い
は
﹁
廷
以
聞
﹂
以
下
に
廷
尉
の
囘
答
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
第
二
羣
で
は
わ
ず
か
に
﹁
廷
報
﹂

以
下
が
記
さ
れ
て
い
る
に
�
ぎ
な
い
︒

第
三
に
︑
第
二
羣
で
は
い
ず
れ
の
案
例
も
冒
頭
に
﹁
●
●
×
×
守
謹

(
讞
)﹂
と
あ
り
︑
郡
守
が
讞
を
行
う
旨
の
記
営
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒

思
う
に
︑
當
時
の
制
度
で
は
原
則
と
し
て
ま
ず
縣
・
6
が
事
件
を
審
理
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
︒
第
二
羣
で
は
い
ず
れ
も
郡
守
が
讞
を
行

う
旨
の
記
営
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
郡
が
そ
の
事
件
の
審
理
を
初
め
て
行
っ
た
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
よ
り
�
に
當
該

郡
の
屬
縣
・
6
が
ま
ず
審
理
を
行
っ
た
も
の
の
︑

斷
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
︑
郡
へ
讞
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
第
一
羣
と

衣
な
り
︑
第
二
羣
で
は
縣
・
6
が
讞
を
行
っ
た
こ
と
︑
!
び
縣
・
6
で
行
わ
れ
た
審
理
の
結
果
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
各

案
例
の
�
違
が
第
一
羣
に
比
べ
て
短
い
こ
と
︑
!
び
第
一
羣
の
定
型
�
言
が
必
ず
し
も
見
え
な
い
こ
と
も
︑
か
な
り
の
省
略
が
あ
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
第
二
羣
で
は
第
一
羣
と
衣
な
る
點
も
見
ら
れ
る
が
︑
各
案
例
に
は
�
て
﹁
廷
報
﹂
と
し
て
︑
讞
に
對
す
る
廷
尉
の
囘
答
が
記

さ
れ
て
い
る
︒

三
︑
第
三
羣

第
三
羣
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
�
書
が
含
ま
れ
て
お
り
︑﹁
讞
﹂
と
關
係
の
な
い
�
書
さ
え
見
え
る
︒
小
嶋
氏
は
こ
れ
を
さ
ら
に
ア
～
エ

の
四
羣
に
分
類
し
て
い
る
︒

― 12 ―

648



(一
)
ア
羣

案
例
一
四
～
一
八
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
小
嶋
氏
は
ア
羣
に
つ
い
て
︑
一
般
8
な
裁

事
例
を
抄
錄
し
た
�
書
羣
と
解
し
て
い
る
︒
そ
れ
で

は
︑
こ
れ
ら
の
案
例
に
お
い
て

決
は
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒

案
例
一
四

案
例
一
四
で
は
安
陸
縣

(現
在
の
湖
北
省
雲
夢
縣
)
の
獄
?
�
が
男
子
種
を

っ
た
と
し
て
︑
安
陸
縣
丞
忠
が
南
郡
へ
﹁
云
﹂
を

行
い
︑
南
郡
が
獄
?
�
の
罪
狀
を
審
理
し
て

決
案
を
作
成
し
︑
何
ら
か
の
機
關
あ
る
い
は
官
�
に
對
し
︑
審
理
の
結
果
と

決
案
を
皇
)
へ

上
奏
す
る
よ
う
求
め
て
い
る(24

)
︒
安
陸
縣
は
當
時
南
郡
の
屬
縣
で
あ
っ
た
︒
云
と
は
官
�
が
あ
る
	
度
の
搜
査
を
行
い
︑
治
獄
を
職
務
の
一
つ
と

す
る
機
關
へ
そ
の
結
果
を
�
吿
す
る
こ
と
で
あ
る(25

)
︒
犯
罪
事
件
が
發
生
す
る
と
︑
�
初
に
審
理
を
行
う
の
は
�
常
な
ら
ば
縣
・
6
で
あ
り
︑
本

件
で
も
男
子
種
に
つ
い
て
は
安
陸
縣
が
審
理
し
て

決
を
下
し
て
い
る
が
︑
獄
?
�
に
つ
い
て
は
︑
安
陸
縣
は
云
を
行
う
だ
け
で
︑
南
郡
が
審

理
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は

然
と
し
な
い
︒

南
郡
は
こ
れ
を
審
理
し
た
後
︑
何
ら
か
の
機
關
あ
る
い
は
官
�
に
對
し
︑
そ
の
結
果
と

決
案
を
皇
)
へ
上
奏
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
が
︑

本
件
で
は
第
一
羣
・
第
二
羣
と
衣
な
り
︑﹁
讞
﹂
や
﹁
疑
罪
﹂
な
ど
の
表
現
が
見
え
な
い
︒
ま
た
︑﹁
當
﹂
以
下
に

決
案
が
一
つ
擧
げ
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
︑
二
つ
の

決
案
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
い
か
な
る

決
を
下
す
べ
き
か

斷
が
つ
か
な
か
っ

た
た
め
に
上
奏
す
る
よ
う
求
め
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
や
は
り
案
例
三
な
ど
と
同
樣
︑
何
ら
か
の
事
由
に
よ
り
︑
南
郡
で
は
�
7
8

な

決
を
下
す
權
限
が
な
く
︑
皇
)
の
裁
可
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
本
件
の
末
尾
に
は
︑

八
年
四
�
甲
辰
朔
乙
巳
︑
南
郡
守
强
敢
言
之
︑
上
奏
七
牒
︑
謁
以
聞
︒
種
縣
論
︒
敢
言
之
︒
(第
六
八
鯵
)

(八
年
四
�
甲
辰
朔
乙
巳
︑
南
郡
守
强
敢
て
之
を
言
う
︑
奏
七
牒
を
上
り
︑
以
て
聞
せ
ん
こ
と
を
謁
う
︒
種
は
縣
論
ず
︒
敢
て
之
を
言
う
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑
南
郡
が
皇
)
へ
上
奏
す
る
よ
う
求
め
る
旨
の
�
言
を
�
後
と
し
て
記
営
が
7
わ
っ
て
お
り
︑
皇
)
が
こ
れ
を
裁
可
し
た
か
否
か
は
記

さ
れ
て
い
な
い
︒

案
例
一
五

案
例
一
五
で
は
醴
陽
縣
令
�
が
國
家
の
米
を
盜
ん
だ
と
し
て
︑
江
陵
縣
令
忠
が
南
郡
へ
申
立
て
︑
南
郡
が
こ
れ
を
審
理
し
︑
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決
案
を
作
成
し
て
い
る
︒
醴
陽
縣
は
﹃
漢
書
﹄
地
理
志
な
ど
の
傳
世
�
獻
に
見
え
ず
︑
現
在
の
ど
こ
に
あ
た
る
か
も
未
詳
で
あ
る
が
︑
先
行
硏

究
は
い
ず
れ
も
南
郡
に
屬
す
る
縣
と
解
し
て
い
る(26

)
︒
本
件
も
縣
で
は
な
く
郡
で
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
案
例
一
四
と
衣
な
り
末
尾
に
は
︑

南
郡
守
强
・
守
丞
吉
・
卒
?
円
舍
治
︒
(第
七
四
鯵
)

(南
郡
守
强
・
守
丞
吉
・
卒
?
円
舍
治
す
︒
)

と
あ
る
だ
け
で
︑
皇
)
へ
の
上
奏
を
求
め
る
旨
の
記
営
が
見
え
な
い
︒
し
か
し
︑
本
件
は
案
例
一
四
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
お
り
︑
案

例
一
四
で
も
�
揭
第
六
八
鯵

(皇
)
へ
の
上
奏
を
求
め
る
旨
の
�
言
)
の
直
�
に
︑

南
郡
守
强
・
守
丞
吉
・
卒
?
円
舍
治
︒
(第
六
七
鯵
)

と
い
う
記
営
が
見
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
案
例
一
五
で
は
上
奏
�
言
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
︑
あ
る
い
は
案
例
一
五
は
上
奏
�
言
が
記
さ
れ
る
�

の
�
書
と
も
解
し
う
る
︒

案
例
一
六

案
例
一
六
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
內
容
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
怨
郪
縣

(現
在
の
安
&
省
太
和
縣
西
北
)
の
獄
?
武
が
行
方

不
"
と
な
り
︑
殺
O
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
怨
郪
縣
が
き
ち
ん
と
搜
査
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
︑
淮
陽
郡
守
偃
が
云
を

行
っ
た
︒
怨
郪
縣
令
甲
・
丞
乙
・
獄
?
丙
が
怨
た
に
着
任
し
て
本
件
の
再
審
理
を
行
い
︑
も
と
怨
郪
縣
令
信
・
髳
長
蒼
・
公
粱
亭
校
長
丙
・
發

弩
贅
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
︑
か
れ
ら
の
罪
名
と
處
罰
を
確
定
し
て

決
案
を
作
成
し
た
後
︑
こ
れ
を
い
ず
こ
か
の
上
�
機
關
へ
F

り
︑
囘
答
を
求
め
て
い
る
︒
本
件
で
も
﹁
讞
﹂・﹁
疑
罪
﹂
と
い
っ
た
�
言
は
見
え
ず
︑

決
案
が
二
つ
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
︒
や
は

り
何
ら
か
の
事
由
に
よ
り
︑
上
�
機
關
へ
�
7
8
な

斷
を
委
ね
る
必
@
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

決
案
に
よ
る
と
︑
怨
郪
縣
令
信
ら
四
人

の
被
疑
者
は
い
ず
れ
も
死
𠛬
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
怨
郪
縣
で
は
�
7
8
な

決
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
郡
へ

上
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
怨
郪
縣
が

決
案
を
上
�
機
關
へ
F
っ
た
の
は
︑
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
制
度

に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
そ
の
�
り
と
す
る
と
︑
怨
郪
縣
が

決
案
を
F
っ
た
上
�
機
關
は
淮
陽
郡
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑

本
件
の
末
尾
に
は
︑
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爲
奉
︿
奏
﹀
當
十
五
牒
上
謁
︑
X
謁
報
︒
敢
言
之
︒
(第
九
八
鯵
)

(奏
當
十
五
牒
を
爲
り
て
上
謁
し
︑
報
を
X
謁
す
︒
敢
て
之
を
言
う
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑
怨
郪
縣
が
上
�
機
關
へ
囘
答
を
求
め
る
�
言
で
7
わ
っ
て
お
り
︑
上
�
機
關
が
い
か
な
る
囘
答
を
示
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

案
例
一
七

案
例
一
七
は
秦
王
政
二
年

(
�
二
四
五
年
)
︑
汧
縣

(現
在
の
陝
西
省
隴
縣
東
南
)
の
城
旦
Y
が
﹁
乞
鞫
﹂
す
な
わ
ち
再
審
理
を
X

求
し
た
と
い
う
も
の
で
︑
廷
尉
が
こ
れ
を
審
理
し
︑
Y
を
無
罪
と

斷
し
︑
そ
の
旨
を
汧
縣
へ
�
吿
し
て
い
る
︒
本
件
で
は
Y
が
ど
こ
へ
乞
鞫

を
行
っ
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
二
年
律
令
に
よ
る
と
︑
乞
鞫
は

決
を
旣
に
'
け
た
者
が
現
在
い
る
縣
・
6
に
對
し
て
行
う
も

の
と
さ
れ
て
い
る
の
で(27

)
︑
汧
縣
に
對
し
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
さ
ら
に
二
年
律
令
に
よ
る
と
︑
縣
・
6
は
乞
鞫
の
內
容
を
聽
取
し
︑
そ
れ
を

�
書
と
し
て
ま
と
め
て
郡
へ
報
吿
し
︑
郡
は
都
�
に
再
審
理
を
行
わ
せ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
汧
縣
は
內
?
に
屬
す
る
縣
な

の
で
︑
讞
の
場
合
と
同
樣
︑
郡
都
�
で
は
な
く
廷
尉
府
が
直
接
汧
縣
か
ら
の
報
吿
を
'
け
︑
再
審
理
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う(28

)
︒

案
例
一
八

案
例
一
八
で
は
蒼
梧
郡
攸
縣

(現
在
の
湖
南
省
攸
縣
東
北
)
で
發
生
し
た
事
件
に
つ
き
︑
御
?
が
南
郡
に
再
審
理
を
行
う
よ
う
命

じ
て
い
る
︒
南
郡
は
卒
?
蓋
廬
ら
を
攸
縣
へ
Z
[
し
て
審
理
を
行
わ
せ
︑
蓋
廬
ら
は
攸
縣
守
令
媱
・
丞
魁
を
﹁
貲
二
甲
﹂︑
獄
?
氏
を
﹁
貲
一

甲
﹂︑
攸
縣
令
㢑
を
﹁
耐
鬼
薪
﹂
に
處
す
る
べ
き
と
い
う

決
案
を
作
成
し
て
い
る
︒
そ
の
後
い
か
な
る
手
續
が
と
ら
れ
た
の
か
︑
案
例
一
八

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
南
郡
守
な
ど
の
長
�
が
蓋
廬
ら
の
(
見
に
基
づ
き
︑

斷
を
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る(29

)
︒

(二
)
イ
羣

案
例
一
九
と
二
〇
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
一
九
は
春
秋
時
代
の
衞
︑
二
〇
は
春
秋
時
代
の
魯
で
發
生
し
た
と
さ
れ
る
事
件
と
そ
の
處
理
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
?
實
と
し
て
は
疑
わ
し
く
︑
𠛬
事
事
件
と
そ
の
處
理
を
內
容
と
す
る
說
話
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
︑
他
の
案
例
と
は
性
格
が
衣
な
る
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑
兩
者
と
も
一
應

決
に
相
當
す
る
記
載
が
見
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
案
例
一
九

で
は
衞
君
が
?
\
の
(
見
に
從
い
︑
二
人
の
被
疑
者
を
無
罪
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
案
例
二
〇
で
は
柳
下
季
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
審
理
を
行

― 15 ―

651



い
︑

決
案
を
営
べ
︑
そ
れ
を
魯
君
が
H
用
し
て
い
る
︒

(三
)
ウ
羣

案
例
二
一
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
本
件
で
は
後
営
す
る
�
り
︑
讞
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
︑
第
一
羣
・
第
二
羣
と
は
"
ら
か
に
書
式
が

衣
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
內
容
は
廷
尉
府
で
出
さ
れ
た
法
律
の
解
釋
を
め
ぐ
る
(
見
が
大
]
を
占
め
て
い
る
と
い
う
特
^
も
あ
る
︒

本
件
で
は
廷
尉
府
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
一
度

決
を
下
し
た
が
︑
後
に
廷
?
申
が
本
件
に
お
け
る
法
律
條
�
解
釋
の
不
當
性
を
指
摘
し
︑

廷
尉
府
も
そ
れ
を
:
め
て
い
る
︒
本
件
で
は
讞
と
い
う
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
讞
が
行
わ
れ
た
案
件
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
本
件
は
杜
縣

(現
在
の
陝
西
省
西
安
市
東
南
)
で
發
生
し
た
事
件
で
あ
る
が
︑
被
疑
者
甲
を
_
捕
し
た
官
署
は
﹁
疑
甲
罪
﹂
(第
一
八
四
鯵
)

と
営
べ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
廷
尉
府
は
被
疑
者
の
罪
名
と
處
罰
を
確
定
し
た
後
︑﹁
吿
杜
論
甲
﹂
(第
一
八
八
鯵
)
す
な
わ
ち
杜
縣
に
そ
の
內
容

を
�
吿
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
報
﹂
と
い
う
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
廷
尉
に
よ
る
囘
答
で
あ
る
こ
と
は
"
ら
か
で
あ
る
︒
杜

縣
も
內
?
に
屬
す
る
縣
で
あ
る
か
ら
︑
直
接
廷
尉
に
對
し
て
讞
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

本
件
で
は
廷
尉
が
`

を
:
め
た
も
の
の
︑

決
を
是
正
す
る
手
續
が
と
ら
れ
た
の
か
否
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

(四
)
エ
羣

案
例
二
二
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
本
件
は
あ
る
事
件
の
搜
査
で
活
a
し
た
獄
?
擧
軽
を
卒
?
に
任
命
す
る
よ
う
咸
陽
縣
丞
が
推
薦
し
た
�
書

で
あ
る
︒
本
�
書
の
趣
旨
は
官
�
の
推
薦
に
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
は
犯
人
に
對
し
て
具
體
8
に
い
か
な
る

決
が
下
さ
れ
た
か
"
記
さ
れ
て
い

る(30
)

︒
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第
二
�

爲
獄
等
狀
四
種
に
お
け
る

決

2
に
︑
爲
獄
等
狀
四
種
の
各
案
例
で
は

決
が
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
類
ご
と
に
檢
討
を
;
め
る
︒

一
︑
第
一
類

第
一
類
は
い
ず
れ
も
讞
を
內
容
と
す
る
案
例
で
あ
る
︒
奏
讞
書
の
第
一
羣
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
案
例
一
で
は
冒

頭
に(31

)
︑●

廿
五

年
六
�
丙
辰
朔
癸
未
︑
州
陵
守
綰
・
丞
越
敢
謹

(
讞
)
之
︒
(第
一
鯵
正
)

(●
廿
五
年
六
�
丙
辰
朔
癸
未
︑
州
陵
守
綰
・
丞
越
敢
て
之
を
讞
す
︒
)

と
あ
り
︑
秦
王
政
二
五
年

(
�
二
二
二
年
)
六
�
二
八
日
︑
州
陵
縣

(現
在
の
湖
北
省
洪
湖
市
東
北
)
守
令
綰
・
丞
越
が
讞
を
行
う
旨
の
�
言
が
あ

り
︑
以
下
讞
に
先
立
っ
て
州
陵
縣
で
行
わ
れ
た
審
理
の
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

敢
謹

(
讞
)
之
︒
(第
二
三
鯵
正
)

●
�
議
曰
︑
癸
・
瑣
等
論
當
殹

(也
)︒
沛
・
綰
等
不
當
論
︒
或
曰
︑
癸
・
瑣
等
當
耐
爲
侯

(候
)︑
令
瑣
等
b

(
c
)
癸
等
錢
︒
綰
等

︻
⁝
⁝
︒︼
(第
二
四
鯵
・
缺
第
三
鯵
)

(敢
て
之
を
讞
す
︒

●
�
議
し
て
曰
く
︑
癸
・
瑣
等
の
論
は
當
な
り
︒
沛
・
綰
等
は
論
ず
る
に
當
ら
ず
︑
と
︒
或
い
は
曰
く
︑
癸
・
瑣
等
は
耐
し
て
候
と
爲
す
に
當
り
︑
瑣
等

を
し
て
癸
等
の
錢
を
c
さ
し
む
︒
綰
等
⁝
⁝
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
で
州
陵
縣
に
よ
る
審
理
の
結
果
を
営
べ
た
部
分
が
閲
め
括
ら
れ
︑﹁
�
議
曰
﹂
以
下
に
州
陵
縣
で
出
さ
れ
た
二
つ

の

決
案
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
�
後
に
右
に
引
き
續
い
て
︑

― 17 ―

653



廿

五
年
七
�
丙
戌
朔
乙
未
︑
南
郡
叚

(假
)
守
賈
報
州
陵
守
綰
・
丞
越

(中
略
)
癸
等
︑
其
審
X
瑣
等
︒
%
出
�
︑
以
死
辠
�
︑
備
鼠

(予
)
瑣
等
︑
P
e
︒
'
人
貨
材

(財
)
以
枉
律
令
︑
其
%
枉
當
貲
以
上
︑
'
者
・
貨
者
皆
坐
臧

(贓
)
爲
盜
︑
P
律
︑
不
當
謹

(
讞
)︒

獲
手
︒
其
貲
綰
・
越
・
獲
各
一
盾
︒
它
P
律
令
︒
(第
二
五
鯵
～
三
〇
鯵
)

(廿
五
年
七
�
丙
戌
朔
乙
未
︑
南
郡
假
守
賈
︑
州
陵
守
綰
・
丞
越
に
報
ず

(中
略
)
癸
等
︑
其
れ
審
ら
か
に
瑣
等
に
X
う
︒
出
す
%
の
�
は
︑
死
辠
の
�
を

以
て
し
︑
備み

な
瑣
等
に
予
え
︑
e
P
り
︒
人
の
貨
財
を
'
け
て
以
て
律
令
を
枉
げ
︑
其
の
枉
ぐ
る
%
︑
貲
以
上
に
當
る
は
︑
'
く
る
者
・
貨
す
る
者
は
皆

な
贓
に
坐
し
て
盜
と
爲
す
は
︑
律
P
り
︑
讞
す
る
に
當
ら
ず
︒
獲
手し
る

す
︒
其
れ
綰
・
越
・
獲
を
貲
す
る
こ
と
各
〃
一
盾
︒
它
は
律
令
に
P
り
︑
と
︒
)

と
あ
り
︑
南
郡
に
よ
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

も
っ
と
も
︑
案
例
に
よ
っ
て
は
若
干
書
式
の
1
い
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
案
例
三
で
は
冒
頭
に
︑

●
廿
三
年
四
�
︑
江
陵
丞
�
敢
謹

(
讞
)
之
︒
(第
四
四
鯵
正
)

(●
廿
三
年
四
�
︑
江
陵
丞
�
敢
て
之
を
讞
す
︒
)

と
あ
り
︑
讞
を
行
っ
た
日
が
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
案
例
四
～
七
に
至
っ
て
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に
﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
と
あ
る
だ
け
で(32

)
︑
讞
を

行
っ
た
日
附
︑
讞
を
行
っ
た
機
關
・
官
職
・
人
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
�
も
g
目
さ
れ
る
の
は
︑
案
例
三
～
七
で
は
讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
案
例
五
・
七
で

は
奏
讞
書
の
案
例
二
と
同
樣
︑
縣
で
出
さ
れ
た
二
つ
の

決
案
を
列
擧
し
た
と
こ
ろ
で
記
営
が
7
わ
っ
て
い
る
︒
案
例
六
で
は
縣
で
出
さ
れ
た


決
案
を
一
つ
擧
げ
た
と
こ
ろ
で
記
営
が
7
わ
っ
て
い
る
︒
案
例
三
・
四
に
至
っ
て
は
﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
で
記
営
が
7
わ
っ
て
お
り
︑
縣
で

出
さ
れ
た

決
案
さ
え
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

二
︑
第
二
類

第
二
類
は
奏
讞
書
の
第
三
羣
と
同
樣
︑
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
�
書
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
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案
例
八

案
例
八
は
わ
ず
か
五
本
の
竹
鯵
か
ら
成
り
︑
し
か
も
�
て
が
斷
鯵
で
あ
る
た
め
︑
案
例
の
�
貌
を
把
握
し
が
た
い
︒
そ
の
中
に
︑

●
九
�
丙
寅
︑
丞
相
・
?
如
論
令
妘
贖
舂
︒
(第
一
四
〇
鯵
)

(●
九
�
丙
寅
︑
丞
相
・
?
如
論
じ
て
妘
を
し
て
舂
を
贖
わ
し
む
︒
)

と
あ
り
︑
丞
相

(﹁
相
﹂
は
人
名
)
と
?
如
が
共
同
で

決
を
下
し
た
こ
と
を
示
す
記
営
が
見
え
る
︒
丞
・
?
は
縣
・
6
あ
る
い
は
郡
の
�
と
推

測
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
が
�
7
8
な

決
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は

然
と
し
な
い
︒

案
例
九
・
一
〇

案
例
九
・
一
〇
は
奏
讞
書
の
案
例
二
二
と
同
樣
︑
あ
る
事
件
の
搜
査
で
活
a
し
た
獄
?
を
卒
?
に
任
命
す
る
よ
う
推
薦
し

た
�
書
で
あ
る
︒
兩
件
と
も
犯
人
に
對
し
て
具
體
8
に
い
か
な
る

決
が
下
さ
れ
た
か
"
記
さ
れ
て
い
る(33

)
︒
兩
件
と
も
犯
人
は
﹁
磔
﹂
と
い
う

死
𠛬
に
處
さ
れ
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
の
機
關
が

決
を
下
し
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
秦
で
も
漢
初
と
同
樣
︑
縣
・
6
に
死
𠛬

決
を
下

す
權
限
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
兩
件
で
は
郡
が

決
を
下
し
た
こ
と
に
な
る
︒
も
っ
と
も
︑
案
例
一
〇
は
櫟
陽
縣

(現
在
の
陝
西
省
西
安
市
臨

潼
區
北
)
と
い
う
內
?
に
屬
す
る
地
で
發
生
し
た
事
件
の
ご
と
く
で
あ
り(34

)
︑
あ
る
い
は
廷
尉
府
が

決
を
下
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

案
例
一
一
・
一
二

案
例
一
一
・
一
二
は
い
ず
れ
も
乞
鞫
に
よ
る
再
審
理
を
內
容
と
す
る
︒

案
例
一
一
で
は
得
之
と
い
う
者
が
强
姦
の
罪
を
犯
し
た
と
し
て
︑
當
陽
縣

(現
在
の
湖
北
省
荊
門
市
西
南
)
は
得
之
を
耐
隸
臣
に
處
す
る
旨
の


決
を
下
し
た
︒
得
之
は
そ
の
後
h
�
し
た
が
_
捕
さ
れ
︑
h
�
の
罪
に
よ
り
さ
ら
に
繫
城
旦
六
歲
の

決
を
'
け
た
︒
秦
王
政
元
年

(
�
二

四
六
年
)
︑
得
之
は
原
審
の

決
を
不
j
と
し
て
乞
鞫
を
行
っ
た
︒
本
件
を
再
審
理
し
た
廷
尉
府
は
得
之
の
G
張
を
k
け
る
と
と
も
に(35

)
︑
得
之

が
乞
鞫
!
び
再
審
理
の
中
で
虛
僞
の
G
張
を
し
た
と
し
て
︑
繫
城
旦
六
歲
に
處
す
る
と
い
う

決
を
下
し
た
︒
得
之
は
再
度
乞
鞫
を
行
っ
た
が
︑

再
々
審
理
を
行
っ
た
機
關
も
得
之
が
虛
僞
の
G
張
を
し
た
と

斷
し
︑
繫
城
旦
六
歲
の

決
を
下
し
て
い
る
︒

本
件
で
は
二
度
の
乞
鞫
を
'
理
し
た
機
關
︑
!
び
再
々
審
理
を
行
っ
た
機
關
が
"
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
一
度
目
の
再
審
理
は
廷
尉

府
が
行
っ
て
い
る
の
で
︑
一
度
目
の
乞
鞫
を
'
理
し
た
機
關
は
︑
原
審
の

決
を
下
し
た
當
陽
縣
で
は
な
く
︑
內
?
に
屬
す
る
い
ず
こ
か
の
縣

と
考
え
ら
れ
る
︒
當
陽
縣
は
內
?
で
は
な
く
南
郡
に
屬
す
る
縣
で
あ
っ
た
︒
先
営
の
�
り
︑
乞
鞫
に
よ
る
再
審
理
は
︑
乞
鞫
を
'
理
し
た
縣
・

― 19 ―

655



6
が
%
屬
す
る
郡
に
よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
︑
內
?
に
屬
す
る
縣
が
乞
鞫
を
'
理
し
た
場
合
︑
廷
尉
府
が
再
審
理
を
行

う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
得
之
は
當
陽
縣
で
耐
隸
臣
の

決
を
'
け
た
後
h
�
し
︑
內
?
に
屬
す
る
縣
で
_
捕
さ
れ
︑
h
�
の
罪
に

よ
り
繫
城
旦
六
歲
の

決
を
'
け
た
後
︑
そ
の
縣
に
對
し
て
乞
鞫
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
二
度
目
の
乞
鞫
に
つ
い
て
は
︑
再
々
審
理

を
行
っ
た
機
關
が
審
理
の
結
果
を
當
陽
縣
へ
�
吿
し
て
い
る
の
で(36

)
︑
當
陽
縣
が
二
度
目
の
乞
鞫
を
'
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
再
審
理
の

決

が
下
っ
た
後
︑
得
之
は
當
陽
縣
で
j
役
す
る
た
め
︑
當
陽
縣
へ
F
c
さ
れ(37

)
︑
再
度
當
陽
縣
に
對
し
て
乞
鞫
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑

當
陽
縣
は
南
郡
に
屬
す
る
縣
で
あ
る
か
ら
︑
再
々
審
理
は
南
郡
が
こ
れ
を
と
り
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

2
に
︑
案
例
一
二
で
は
隸
臣
田
が
夏
陽
縣

(現
在
の
陝
西
省
韓
城
市
南
)
で
P
罪

決
を
'
け
た
後
︑
乞
鞫
を
行
っ
て
い
る
︒
再
審
理
を
行
っ

た
機
關
は
そ
の
G
張
を
k
け
る
と
と
も
に
︑
田
が
虛
僞
の
申
立
て
を
し
た
と
し
て
︑
繫
城
旦
十
二
歲
に
處
す
る
べ
き
と

斷
し
た
が
︑
赦
令
に

よ
り
こ
れ
を
免
除
す
る
よ
う
︑
魏
縣
に
對
し
て
�
吿
し
て
い
る
︒
田
が
ど
こ
へ
乞
鞫
を
行
い
︑
ど
こ
の
機
關
が
再
審
理
を
行
っ
た
の
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
案
例
一
一
と
同
樣
︑
再
審
理
を
行
っ
た
機
關
が
審
理
の
結
果
を
魏
縣
へ
�
吿
し
て
い
る
こ
と
︑
!
び
田
が
魏
縣
で
j

役
し
て
い
る
こ
と
か
ら(38

)
︑
田
は
魏
縣
に
對
し
て
乞
鞫
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
再
審
理
も
魏
縣
が
%
屬
す
る
郡
に
よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
た
は

ず
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
い
う
魏
縣
が
ど
こ
を
指
す
の
か
は
"
ら
か
で
な
く
︑
ど
の
郡
に
屬
し
て
い
た
の
か
も
未
詳
で
あ
る(39

)
︒

案
例
一
三

案
例
一
三
は
わ
ず
か
二
本
の
斷
鯵
か
ら
成
り
︑
そ
の
內
容
は
"
ら
か
で
な
い
︒

三
︑
第
三
類

案
例
一
四
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
案
例
一
四
は
讞
を
內
容
と
し
︑
第
一
類
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
冒
頭
に
秦
王
政
二
二
年
八

�
九
日
︑
胡
陽
縣

(現
在
の
河
南
省
m
河
縣
湖
陽
鎭
)
丞
m
が
讞
を
行
う
旨
の
�
言
が
あ
り
︑
以
下
讞
に
先
立
っ
て
胡
陽
縣
で
行
わ
れ
た
審
理
の

結
果
が
記
さ
れ
︑﹁
敢
謹

(
讞
)
之
﹂
で
結
び
︑
胡
陽
縣
で
出
さ
れ
た
二
つ
の

決
案
が
列
擧
さ
れ
︑
�
後
に
﹁
謹

(
讞
)
報
﹂
以
下
に
囘
答

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ど
こ
の
機
關
が
囘
答
し
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
胡
陽
縣
は
南
陽
郡
の
屬
縣
で
あ
る
か
ら
︑
南
陽
郡
と
考
え
ら
れ
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る
︒

四
︑
第
四
類

案
例
一
五
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒
案
例
一
五
に
は
斷
鯵
が
多
く
︑
そ
の
內
容
に
は
不
"
な
部
分
も
多
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
中
に
﹁
它
縣
論
﹂

(第
二
四
五
鯵
正
)
と
い
う
表
現
が
見
え
る
︒
こ
れ
は
奏
讞
書
や
爲
獄
等
狀
四
種
に
散
見
す
る
�
言
で
あ
り
︑
縣
が
讞
を
行
う
と
き
︑
そ
の
他
の

事
項
に
つ
い
て
は
縣
で

決
を
下
し
た
と
い
う
(
味
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
件
は
﹁
讞
﹂
と
い
う
語
こ
そ
見
え
な
い
も
の
の
︑
い
ず
れ
か
の

縣
が
讞
を
行
っ
た
こ
と
を
內
容
と
す
る
�
書
の
ご
と
く
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
後
に
﹁
臣
信

(？
)
﹂
が

決
案
を
提
示
し
︑
皇
)
が
こ
れ

を
裁
可
し
て
い
る(40

)
︒
本
件
で
は
お
そ
ら
く
縣
が
郡
︑
郡
が
廷
尉
へ
讞
を
行
い
︑
廷
尉
が
皇
)
へ
上
奏
し
て
裁
可
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
る

い
は
︑
こ
こ
で
い
う
縣
が
內
?
に
屬
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
縣
が
廷
尉
へ
讞
を
行
い
︑
廷
尉
が
皇
)
へ
上
奏
し
て
裁
可
を
求
め
た
は

ず
で
あ
る
︒

第
三
�

奏
讞
書
と
爲
獄
等
狀
四
種
の
作
成
地

以
上
の
檢
討
結
果
を
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
表
の
�
り
に
な
る
︒﹁

決
﹂
欄
の
う
ち
︑﹁
○
﹂
は
讞
に
對
す
る
囘
答
な
ど
︑
事
實
上
の
�
7

8

決
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
︑﹁
△
﹂
は

決
案
が
一
つ
に
o
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
�
7
8
な

決
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
︑﹁
×
﹂
は

二
つ
の

決
案
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
の
み
︑
あ
る
い
は
そ
れ
さ
え
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
︑﹁
−
﹂
は
斷
鯵
・
缺
鯵
が
多
く
て

斷
で
き
な

い
も
の
を
示
す
︒
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表
一

奏
讞
書

羣

案

例

年

�

日

審

理

機

關



決

一

一

高
祖
一
一
年

八
�

六
日

(
讞
・
夷
6
)

夷
6

↓
南
郡

↓
廷
尉

○
？
※
1

二

高
祖
一
一
年

八
�

三
日

(
讞
・
江
陵
縣
)

江
陵
縣
↓
南
郡

↓
廷
尉

×

三

高
祖
一
〇
年

八
�

四
日

(報
・
廷
尉
府
)

胡
縣

↓
廷
尉
↓
皇
)

○

四

高
祖
一
〇
年
一
二
�

九
日

(
吿
・
胡
縣
)

胡
縣

↓
廷
尉

○

五

高
祖
一
〇
年

七
�
二
四
日

(
讞
・
江
陵
縣
)

江
陵
縣
↓
南
郡

↓
廷
尉
↓
皇
)

○

二

六

？

↓
漢
中
郡
↓
廷
尉

○

七

？

↓
北
地
郡
↓
廷
尉

○

八

？

↓
北
地
郡
↓
廷
尉

○

九

？

↓
蜀
郡

↓
廷
尉

○

一
〇

？

↓
蜀
郡

↓
廷
尉

○

一
一

？

↓
蜀
郡

↓
廷
尉

○

一
二

？

↓
河
東
郡
↓
廷
尉

○

一
三

？

↓
河
東
郡
↓
廷
尉

○

三

一
四

高
祖

八
年

四
�

二
日

(
謁
以
聞
・
南
郡
)

南
郡

↓
皇
)

△

一
五

高
祖

七
年

八
�
一
二
日

(言
・
江
陵
縣
)

南
郡

↓
皇
)

△

一
六

高
祖

六
年

七
�
二
一
日

(
云
・
淮
陽
郡
)

怨
郪
縣
↓
淮
陽
郡
？

△

一
七

秦
王
政
二
年
一
〇
�

六
日

(再
審
理
の

決
・
廷
尉
)

雍
縣
※
2

↓
廷
尉

○

一
八

始
皇
二
八
年

九
�

甲
午
※
3

(再
審
理
の
7
了
・
南
郡
)

攸
縣

↓
南
郡

△

一
九

春
秋
衞

?
\
↓
衞
君

○

二
〇

春
秋
魯

柳
下
季
↓
魯
君

○

二
一

高
祖
�

杜
縣

↓
廷
尉

○
？
※
4

二
二

秦
王
政
六
年

八
�
一
七
日

(咸
陽
・
推
薦
)

咸
陽
縣

○

※
1

被
疑
者
の
罪
が
死
罪
に
あ
た
る
た
め
︑
�
7
8
な

決
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
︒

※
2

乞
鞫
を
行
う
�
の
原

決
は
雍
縣
で
下
さ
れ
て
い
る
︒

※
3

｢九
�
﹂
は
﹁
後
九
�
﹂
あ
る
い
は
﹁
十
�
﹂・﹁
八
�
﹂
の
`
り
と
す
る
說
が
あ
る
︒﹃
二
年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
三
六
六
頁
參
照
︒

※
4

廷
尉
府
の
囘
答
に
つ
い
て
は
︑
後
に
廷
?
申
に
よ
っ
て
`
り
が
指
摘
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て

決
が
改
め
ら
れ
た
の
か
否
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
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表
二

爲
獄
等
狀
四
種

類

案

例

年

�

日

審

理

機

關



決

一

一

秦
王
政
二
五
年

七
�
一
〇
日

(報
・
南
郡
)

州
陵
縣
↓
南
郡

○

二

秦
王
政
二
五
年

六
�
二
四
日

(報
・
南
郡
)

州
陵
縣
↓
南
郡

○

三

秦
王
政
二
三
年

四
�

(
讞
・
江
陵
縣
)

江
陵
縣
↓
南
郡
※
5

×

四

秦
王
政
二
二
年

二
�
二
六
日

(令
・
南
郡
)

江
陵
縣
↓
南
郡
※
5

×

五

秦
王
政
二
二
年
一
二
�
一
三
日

(
吿
？
・
？
縣
)

？
縣

↓
南
郡
？
※
6

×

六

秦
王
政
二
二
年
一
〇
�
二
九
日

(
云
・
江
陵
縣
)

江
陵
縣
？
↓
南
郡
？
※
5
・
7

△

七

秦
王
政
一
八
年

八
�
二
一
日

(
吿
・
？
縣
)

？
縣

↓
？

×

二

八

始
皇

二
八
年

九
�
二
九
日

(論
・
？
縣
)

？

○
？

九

？

↓
？

○

一
〇

秦
王
政
二
〇
年
一
一
�

一
日

(
吿
・
櫟
陽
縣
？
)

櫟
陽
縣
？

↓
廷
尉
？

○

一
一

秦
王
政

元
年

四
�

(乞
鞫
・
當
陽
縣
)

當
陽
縣

↓
廷
尉

？

↓
？

○○

一
二

夏
陽
縣

↓
廷
尉

○

一
三

？

−

三

一
四

秦
王
政
二
二
年

八
�

九
日

(
讞
・
胡
陽
縣
)

胡
陽
縣
↓
南
陽
郡

○

四

一
五

始
皇

二
六
年

九
�

(？
)

？
縣

↓
廷
尉
？
↓
皇
)

○

※
5

｢南
郡
﹂
と
は
"
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
江
陵
縣
は
南
郡
の
屬
縣
な
の
で
︑
南
郡
に
對
し
て
讞
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒

※
6

案
例
五
で
は
讞
を
行
っ
た
機
關
︑
こ
れ
を
'
理
し
た
機
關
と
も
に
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
它
縣
論
﹂
と
い
う
�
言
が
見
え
る
の
で
︑
少
な
く
と
も

い
ず
こ
か
の
縣
が
讞
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
閒
1
い
な
い
︒
本
件
で
は
秦
が
楚
の
﹁
廬
谿
﹂
を
攻
略
し
た
と
き
︑
か
つ
て
秦
か
ら
楚
へ
�
命
し
た
多
と
い

う
者
が
_
捕
さ
れ
︑
い
か
な
る
罪
に
あ
た
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
二
十
七
年
質
日
﹂
に
よ
る
と
︑
あ
る
者
が
始
皇
二
七
年

(
�
二
二
〇
年
)
四
�
二
八
日
に
江
陵
を
出
立
し
︑
三
日
後
の
五
�
二
日
に
廬
谿
で
宿
泊
し
︑
さ
ら
に
そ
の
四
日
後
の
五
�
六
日
に
州
陵
へ
到
着
し
て
い

る
︒
江
陵
と
州
陵
は
南
郡
に
屬
す
る
縣
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
閒
に
位
置
す
る
廬
谿
も
南
郡
の
地
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
讞
を
行
っ
た
縣
も
南
郡
に
屬

す
る
縣
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
琴
載
元
氏
は
州
陵
縣
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る
が(41
)︑
あ
る
い
は
當
時
﹁
廬
谿
﹂
と
い
う
縣
が
あ
り
︑
こ
の
縣
が

讞
を
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

※
7

本
件
で
は
罪
に
問
わ
れ
た
曁
と
い
う
者
の
@
X
に
よ
り
︑
讞
が
行
わ
れ
て
い
る
︒﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
一
四
九
頁
は
曁
を
案
例
三
の
﹁
江
陵
丞
曁
﹂︑

案
例
四
の
﹁
丞
曁
﹂
と
同
一
人
物
と
推
測
し
て
い
る
︒
曁
は
本
件
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
官
�
が
犯
し
た
罪
に
連
坐
し
て
い
る
の
で
︑
確
か
に
そ
の
地
位

は
縣
丞
に
ふ
さ
わ
し
い
︒
當
時
︑
縣
丞
な
ど
の
長
�
は
部
下
の
犯
罪
に
連
坐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
本
件
に
は
﹁
它
縣
論
﹂
(第
一
〇
六
鯵
)
と
あ

る
の
で
︑
讞
に
先
立
つ
原
審
は
縣
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
そ
れ
が
江
陵
縣
で
あ
っ
た
か
否
か
は
"
ら
か
で
な
い
︒
そ
も
そ
も
縣
丞
は

治
獄
を
職
務
の
一
つ
と
し
︑
縣
內
で
發
覺
し
た
事
件
を
審
理
す
る
側
で
あ
っ
た
︒
あ
る
い
は
︑
江
陵
縣
令
が
?
な
ど
と
と
も
に
審
理
を
行
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
︑
他
の
縣
が
審
理
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒



そ
れ
で
は
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
に
は
な
ぜ
�
7
8

決
が
記
さ
れ
て
い
る
案
例
と
︑
そ
う
で
な
い
案
例
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

一
︑
×
：
二
つ
の

決
案
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
の
み
︑
あ
る
い
は
そ
れ
さ
え
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

い
ず
れ
も
讞
を
內
容
と
す
る
案
例
に
の
み
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
奏
讞
書
案
例
二
︑
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
五
・
七
で
は
︑
郡
あ
る
い
は
縣
で

出
さ
れ
た
二
つ
の

決
案
を
列
擧
し
た
と
こ
ろ
で
記
営
が
7
わ
っ
て
お
り
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
假
に
奏
讞
書
・
爲
獄

等
狀
四
種
が
書
籍
と
し
て
�
纂
さ
れ
︑
司
法
を
職
務
と
す
る
機
關
・
官
�
へ
�
布
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
案
例
で
は
ど
ち
ら
の


決
案
を
H
用
す
べ
き
な
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
官
�
は
司
法
實
務
の
參
考
と
す
る
う
え
で
戶
惑
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑

爲
獄
等
狀
四
種
案
例
三
・
四
の
よ
う
に
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
ど
こ
ろ
か
︑
二
つ
の

決
案
さ
え
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
に
至
っ
て
は
︑
實
務

の
參
考
と
す
る
う
え
で
は
な
お
役
に
立
つ
ま
い
︒
よ
っ
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
案
例
を
書
籍
に
H
錄
し
︑
�
國
へ
�
布
し
た
と
は
考
え
が

た
い
︒

讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
は
︑
囘
答
が
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
記
さ
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
囘
答

が
記
さ
れ
て
い
な
い
�
書
は
︑
讞
を
行
っ
た
側
と
︑
そ
れ
を
'
理
し
た
側
が
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
郡
で
い
か
な
る

決
を

下
す
べ
き
か

斷
が
つ
か
な
か
っ
た
場
合
︑
廷
尉
に
對
し
て
讞
が
行
わ
れ
る
が
︑
そ
の
際
に
は
郡
か
ら
廷
尉
に
對
し
て
讞
の
內
容
を
記
し
た

�
書
が
F
ら
れ
る
︒
そ
の
�
書
に
は
當
然
廷
尉
の
囘
答
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
郡
で
も
廷
尉
へ
F
っ
た
�
書
の
副
本
が
作
成
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
が
︑
廷
尉
か
ら
の
囘
答
が
戾
っ
て
く
る
ま
で
は
︑
そ
れ
ら
の
�
書
に
廷
尉
の
囘
答
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
な

い
︒奏

讞
書
案
例
二
で
は
江
陵
縣
が
南
郡
に
對
し
て
讞
を
行
い
︑
さ
ら
に
南
郡
が
廷
尉
に
對
し
て
讞
を
行
っ
て
い
る
が
︑
案
例
二
の
ご
と
く
南
郡

で
出
さ
れ
た
二
つ
の

決
案
を
�
後
と
し
て
記
営
が
7
わ
っ
て
お
り
︑
廷
尉
の
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
�
書
は
︑
南
郡
か
廷
尉
に
し
か
存
在

し
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
張
家
山
漢
鯵
が
湖
北
省
荊
州
市
︑
す
な
わ
ち
當
時
の
江
陵
縣
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
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案
例
二
は
廷
尉
で
は
な
く
南
郡
で
作
成
さ
れ
た
�
書
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
︒
當
時
︑
南
郡
の
治
%
は
江
陵
縣
に
置
か
れ
て
い
た
︒
南

郡
が
廷
尉
に
對
し
て
讞
を
行
う
と
き
︑
讞
の
內
容
を
記
し
た
�
書
を
F
る
が
︑
F
っ
た
後
も
ど
の
よ
う
な
讞
を
行
っ
た
の
か
を
確
:
す
る
た
め
︑

副
本
も
作
成
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
郡
內
の
關
聯
各
部
門
や
官
�
も
︑
廷
尉
へ
F
る
�
の
正
本
あ
る
い
は
副
本
を
書
寫
す
る
か
︑
そ
の

@
旨
を
作
成
す
る
か
し
て
︑
廷
尉
か
ら
囘
答
が
F
ら
れ
て
く
る
の
に
備
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
奏
讞
書
は
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
案
例

二
は
南
郡
府
で
公
式
に
作
成
さ
れ
た
副
本
や
@
旨
そ
の
も
の
と
は
考
え
が
た
い
が
︑
案
例
二
に
何
ら
か
の
形
で
携
わ
っ
た
南
郡
の
官
�
が
︑
實

務
の
必
@
に
應
じ
て
作
成
し
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
さ
ら
に
別
の
者
が
書
寫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

爲
獄
等
狀
四
種
の
う
ち
︑
案
例
七
で
は
讞
を
行
っ
た
機
關
︑
讞
を
'
け
た
機
關
と
も
に
不
"
で
あ
る
が
︑
案
例
三
・
四
で
は
い
ず
れ
も
江
陵

縣
が
南
郡
に
對
し
て
讞
を
行
っ
て
お
り
︑
ま
た
案
例
五
で
も
南
郡
に
%
屬
す
る
某
縣
が
南
郡
に
對
し
て
讞
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら

の
場
合
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
�
書
は
︑
南
郡
か
江
陵
縣
!
び
某
縣

(案
例
五
)
に
し
か
存
在
し
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

が
︑
案
例
三
～
五
は
こ
れ
ら
の
縣
で
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
南
郡
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
第
一

類
に
屬
す
る
各
案
例
は
︑
讞
を
行
っ
た
縣
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
も
の
の
︑
案
例
七
を
除
け
ば
︑
い
ず
れ
も
南
郡
で
審
理
が
行
わ
れ
た
か
︑
あ

る
い
は
南
郡
で
審
理
が
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
點
で
共
�
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
か
く
も
南
郡
で
審
理
さ
れ
た
案
例
が
集
中
し
て

い
る
の
は
︑
偶
然
と
は
考
え
が
た
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
第
一
類
は
南
郡
が
屬
縣
か
ら
'
け
と
っ
た
讞
�
書
の
正
本
あ
る
い
は
副
本
・
@
旨
な
ど
を

基
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
︑
屬
縣
に
對
し
て
F
っ
た
囘
答
の
正
本
・
副
本
・
@
旨
な
ど
を
基
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
れ

ら
を
書
寫
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

曹
旅
寧
氏
は
︑
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
に
含
ま
れ
て
い
る
�
書
の
內
容
が
睡
虎
地
第
一
一
號
墓
︑
同
第
七
七
號
墓
︑
張
家
山
第
二
四
七
號
墓
︑
同

三
三
號
墓
な
ど
と
似
て
い
る
こ
と
︑
!
び
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
の
中
に
郡
守
府
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
律
令
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
嶽
麓
書
院
藏
秦

鯵
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
墓
は
︑
南
郡
郡
守
府
で
職
務
に
從
事
し
て
い
た
小
�
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る(42

)
︒
氏
の
推
測
は
︑
嶽
麓
書
院

藏
秦
鯵
に
含
ま
れ
て
い
る
�
て
の
�
書
が
同
一
の
墓
か
ら
出
土
し
た
こ
と
を
�
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
'
け
ら
れ
る
が
︑
先
営
の
�
り
同
一
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の
墓
か
ら
出
土
し
た
か
否
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
に
は
他
に
も
被
葬
者
が
南
郡
の
官
�
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
記
営
が
見
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
三
十
四
年
質
日
﹂
で
は
始
皇
三
四
年

(
�
二
一
三
年
)
に
お
け
る
�
日
の
干
荏
が
列
擧
さ
れ
︑
各
干
荏
の

下
に
そ
の
日
の
書
き
手
個
人
や
關
係
者
に
關
す
る
出
來
事
が
鯵
u
に
記
入
さ
れ
て
い
る
︒
內
容
は
官
�
の
職
務
に
關
す
る
事
項
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
が
︑
公
式
�
書
で
は
な
く
︑
あ
る
官
�
が
私
8
に
そ
の
日
の
出
來
事
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(43

)
︒
そ
の
中
に(44

)
︑

〔四
�
︺
壬
寅
︒
公
子
死
︒
(第
七
鯵
正
)

〔四
�
︺
庚
申
︒
江
陵
公
歸
︒
(第
二
五
鯵
正
)

〔五
�
︺
辛
巳
︒
監
公
�
︒
(第
四
六
鯵
正
)

(
〔四
�
︺
壬
寅
︒
公
の
子
死
す
︒

〔四
�
︺
庚
申
︒
江
陵
公
歸
る
︒

〔五
�
︺
辛
巳
︒
監
公
�
す
︒
)

と
い
う
記
営
が
見
え
る
︒﹁
江
陵
公
﹂
と
は
江
陵
縣
令
を
指
す
の
で
あ
ろ
う(45

)
︒
一
方
︑﹁
監
公
﹂
は
監
御
?
を
指
す
と
解
さ
れ
る(46

)
︒
監
御
?
と
は

各
郡
に
置
か
れ
︑
郡
に
對
す
る
監
察
を
司
る
�
で
あ
る
︒﹁
江
陵
公
﹂
に
は
﹁
江
陵
﹂
と
い
う
地
名
が
附
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
監
公
﹂
と
﹁
公
﹂

に
は
附
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
公
﹂
は
郡
に
置
か
れ
た
�
で
あ
る
監
公
と
同
じ
く
地
名
が
附
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
郡
�
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
江
陵
縣
令
が
江
陵
公
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑﹁
公
﹂
も
郡
の
�
高
責
任
者
︑
つ
ま
り
郡
守
を
指
す

と
解
さ
れ
る
︒

監
公
と
公
に
地
名
が
附
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
本
�
書
の
記
錄
者
に
と
っ
て
は
︑
み
ず
か
ら
が
%
屬
す
る
行
政
機
關
の
監
公
・
公
で
あ
り
︑

自
"
の
理
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
三
十
四
年
質
日
の
記
錄
者
は
監
公
・
公
と
同
じ
郡
に
%
屬
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
一
方
︑

江
陵
縣
令
に
つ
い
て
は
﹁
江
陵
公
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
縣
名
を
附
し
て
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
三
十
四
年
質
日
の
記
錄
者
本
人
が
江
陵
縣
に
%
屬

す
る
�
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
三
十
四
年
質
日
で
は
こ
の
江
陵
公
が
﹁
歸
﹂
っ
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
記
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錄
者
は
�
段
江
陵
縣
に
い
た
こ
と
に
な
る
︒
江
陵
縣
は
南
郡
に
%
屬
し
︑
し
か
も
南
郡
の
治
%
が
置
か
れ
て
い
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
記
錄
者

は
南
郡
の
官
�
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
も
し
三
十
四
年
質
日
と
爲
獄
等
狀
四
種
第
一
類
が
同
一
の
墓
か
ら
出
土
し
た
と
す
れ
ば
︑

第
一
類
は
南
郡
に
存
在
し
た
�
書
を
基
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
の
出
土
地
點
は
不
"
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
爲
獄

等
狀
四
種
第
一
類
は
當
時
で
い
う
南
郡
の
治
%
が
置
か
れ
て
い
た
江
陵
縣
︑
つ
ま
り
張
家
山
漢
鯵
と
同
じ
く
現
在
の
湖
北
省
荊
州
市
で
出
土
し

た
と
推
測
さ
れ
る
︒

二
︑
△
：

決
案
が
一
つ
に
o
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
�
7
8
な

決
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の

こ
れ
ら
も
×
と
同
樣
︑
�
7
8

決
が
ま
だ
出
て
い
な
い
と
き
に
作
成
さ
れ
た
�
書
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
奏
讞

書
案
例
一
八
で
は
︑
南
郡
の
卒
?
が
一
つ
の

決
案
を
出
し
て
い
る
が
︑
�
7
8
に
い
か
な
る

決
が
下
さ
れ
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
案

例
一
八
は
卒
?
が
作
成
し
た
�
書
の
正
本
あ
る
い
は
副
本
・
@
旨
な
ど
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
△
は
(
見
が
一
つ
に
o
ら
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
×
と
衣
な
っ
て
い
る
︒
確
か
に
�
書
と
し
て
は
不
完
�
で
あ
る
も
の
の
︑
×
と

衣
な
り
︑
司
法
實
務
の
う
え
で
は
あ
る
	
度
參
考
と
な
り
う
る
︒
例
え
ば
︑
先
営
の
�
り
奏
讞
書
案
例
一
六
で
は
怨
郪
縣
が
審
理
を
行
い
︑
一

つ
の

決
案
を
作
成
し
︑
こ
れ
を
上
�
機
關
へ
F
り
︑
囘
答
を
求
め
て
い
る
︒
上
�
機
關
の
囘
答
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
少
な
く
と

も
怨
郪
縣
は
一
つ
の

斷
を
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
他
の
機
關
・
官
�
に
と
っ
て
も
司
法
實
務
の
參
考
と
な
る
面
が
あ
っ
た
に
1
い
な
い
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
△
は
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
め
︑
國
家
に
よ
っ
て
�
布
さ
れ
た
も
の
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
特
に
案
例
一
六

の
場
合
︑
そ
の
後
怨
郪
縣
の
(
見
が
そ
の
ま
ま
裁
可
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
上
�
機
關
に
よ
る
囘
答
を
書
き
加
え
ず
に
︑
そ
の
ま
ま
�
布
し
た
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
こ
れ
ら
の
案
例
の
來
歷
に
つ
い
て
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
一
つ
は
︑
×
と
同
樣
︑
官
�
が
實
務
の
必
@
に
應

じ
て
作
成
し
た
も
の
か
︑
そ
れ
を
別
の
者
が
書
寫
し
た
も
の
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
は
︑
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
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め
︑
國
家
に
よ
っ
て
�
布
さ
れ
た
も
の
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
︒

思
う
に
︑
△
の
案
例
の
中
に
は
�
者
に
屬
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑
後
者
に
屬
す
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
△
に
該
當
す
る
案

例
は
奏
讞
書
案
例
一
四
～
一
六
・
一
八
と
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
六
で
あ
る
が
︑
奏
讞
書
案
例
一
六
を
除
け
ば
�
て
南
郡
で
審
理
が
行
わ
れ
て
い

る
︒
先
営
の
よ
う
に
︑
奏
讞
書
に
は
案
例
二
の
ご
と
く
南
郡
か
廷
尉
で
し
か
接
し
え
な
い
�
書
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
し
か
も
奏
讞
書
は
當
時
で

い
う
南
郡
で
出
土
し
て
い
る
︒
爲
獄
等
狀
四
種
第
一
類
も
南
郡
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
︑
し
か
も
南
郡
で
出
土
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
奏
讞
書
案
例
一
四
・
一
五
・
一
八
と
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
六
は
×
と
同
樣
︑
南
郡
の
官
�
が
實
務
の
必
@
に
應
じ
て
作
成
し
た
も

の
か
︑
そ
れ
を
書
寫
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

一
方
︑
奏
讞
書
案
例
一
六
で
は
怨
郪
縣
で
審
理
が
行
わ
れ
た
後
︑
そ
の

決
案
が
上
�
機
關

(淮
陽
郡
か
？
)
へ
F
ら
れ
て
お
り
︑
奏
讞
書

の
出
土
地
で
あ
る
南
郡
と
は
�
く
關
係
が
な
い
︒
南
郡
の
官
�
が
何
ら
か
の
形
で
本
件
に
携
わ
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
︑
本
件
に
つ
い
て
實
務

で
作
成
さ
れ
た
�
書
に
接
す
る
機
會
は
な
か
っ
た
に
1
い
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
案
例
一
六
は
南
郡
の
官
�
が
實
務
の
必
@
に
應
じ
て
作
成
し
た

も
の
で
は
な
く
︑
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
め
︑
國
家
に
よ
っ
て
�
布
さ
れ
た
も
の
が
基
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三
︑
○
：
事
實
上
の
�
7
8

決
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の

�
7
8

決
が
記
さ
れ
て
い
る
案
例
は
︑
司
法
實
務
の
參
考
に
な
り
う
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
れ
ら
は
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
め
︑
�

國
へ
�
布
さ
れ
た
も
の
と
も
解
し
う
る
︒
特
に
︑
奏
讞
書
の
第
二
羣

(案
例
六
～
一
三
)
は
他
の
案
例
に
比
べ
て
鯵
略
x
さ
れ
て
お
り
︑
し
か

も
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
何
ら
か
の
�
集
を
經
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
あ
る
い
は
︑
廷
尉
が
�
國
へ
�
布
す
る
に
あ

た
り
︑
�
纂
し
た
痕
跡
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
△
の
場
合
と
同
樣
︑
○
に
は
南
郡
で
審
理
さ
れ
た
案
例
も
見
ら
れ
る
︒
奏
讞
書
!
び
爲
獄
等
狀
四
種
第
一
類
が
い
ず

れ
も
南
郡
で
作
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
○
の
う
ち
南
郡
で
審
理
が
な
さ
れ
て
い
る
案
例
は
︑
廷
尉
が
�
國
へ
�
布
し
た
も
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の
で
は
な
く
︑
南
郡
の
官
�
が
實
務
の
必
@
に
應
じ
て
作
成
し
た
も
の
か
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
書
寫
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
奏
讞

書
案
例
一
で
は
夷
6
が
南
郡
へ
讞
を
行
い
︑
さ
ら
に
南
郡
が
廷
尉
へ
讞
を
行
っ
て
い
る
が
︑
廷
尉
に
よ
る
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
案
例
一
は

南
郡
が
廷
尉
か
ら
囘
答
を
'
け
と
っ
て
以
影
に
記
さ
れ
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
ま
だ
囘
答
が
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
囘
答
以
外
の
部
分
が
記

さ
れ
︑
囘
答
が
出
さ
れ
て
以
影
に
囘
答
だ
け
が
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑
奏
讞
書
の
第
二
羣
で
は
南
郡
の
案
例
が
一
つ
と
し
て
見
え
な
い
︒
こ
の
點
も
第
二
羣
が
南
郡
に
お
け
る
實
務
の
中
で
作
成
さ
れ

た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
○
の
う
ち
南
郡
以
外
で
審
理
が
な
さ
れ
た
も
の
の
�
て
が
︑
司
法
實
務
の
參
考
と
し
て
�
布
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
︒
奏
讞

書
案
例
一
九
・
二
〇
は
春
秋
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
案
例
で
あ
る
が
︑
第
一
�
で
営
べ
た
�
り
︑
こ
れ
ら
は
說
話
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

司
法
實
務
に
直
接
參
考
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
は
國
家
に
よ
っ
て
�
布
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
當
時
液
布
し
て
い
た
說
話

を
何
者
か
が
個
人
8
關
心
か
ら
書
寫
し
︑
他
の
案
例
と
と
も
に
�
綴
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
先
営
の
�
り
奏
讞
書
案
例
二
二
!
び
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
九
・
一
〇
は
︑
い
ず
れ
も
あ
る
事
件
の
搜
査
で
活
a
し
た
獄
?
を
卒
?

に
任
命
す
る
よ
う
推
薦
し
た
�
書
で
あ
る
︒
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
九
で
は
ど
こ
が
審
理
を
行
っ
た
の
か
不
"
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
で
は
い
ず

れ
も
南
郡
以
外
で
審
理
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
案
例
で
は
犯
人
に
對
し
て
具
體
8
に
い
か
な
る

決
が
下
さ
れ
た
の
か
"
記
さ
れ
て
い
る

も
の
の
︑
內
容
は
獄
?
が
い
か
な
る
搜
査
活
動
を
經
て
難
事
件
を
解
決
し
た
か
が
中
心
で
あ
っ
て
︑

決
例
と
し
て
の
性
格
を
P
す
る
も
の

で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
國
家
が
官
�
の
搜
査
活
動
を
奬
勵
し
︑
か
つ
搜
査
活
動
の
參
考
に
供
す
る
た
め
に
�
布
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒

以
上
︑
推
測
に
よ
る
部
分
も
多
い
が
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
に
含
ま
れ
て
い
る
案
例
は
︑
①
z
廷
が
�
布
し
た
も
の
︑
②
南
郡
で
作

成
さ
れ
た
も
の
︑
③
個
人
8
關
心
か
ら
書
寫
さ
れ
た
も
の
︑
と
い
う
三
種
類
の
�
書
に
由
來
す
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
奏
讞
書
︑
!
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び
爲
獄
等
狀
四
種
の
う
ち
少
な
く
と
も
第
二
類
は
︑
由
來
の
衣
な
る
數
種
の
�
書
が
一
卷
の
册
書
と
し
て
綴
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
︒
そ
こ
で
︑
2
違
で
は
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
�
綴
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

第
二
違

奏
讞
書
と
爲
獄
等
狀
四
種
の
�
綴
�
	

�
違
表
一
・
二
の
﹁
年
�
日
﹂
欄
に
は
︑
各
案
例
に
一
つ
あ
る
い
は
複
數
記
さ
れ
て
い
る
年
�
日
の
う
ち
︑
�
も
怨
し
い
も
の
を
擧
げ
た
︒

年
�
日
下
の
括
弧
內
に
示
し
た
の
は
︑
そ
の
年
�
日
に
行
わ
れ
た
手
續
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
奏
讞
書
案
例
一
～
五
!
び
案
例
一
四
～
一

六
︑
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
一
～
七
!
び
案
例
八
～
一
一
で
は
︑
年
�
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
九
を
除
け
ば
︑
お
お
む
ね
年

�
日
順
に
怨
し
い
案
例
か
ら
古
い
案
例
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(ち
な
み
に
︑
當
時
は
一
〇
�
を
歲
首
と
し
て
い
た
の
で
︑

例
え
ば
爲
獄
等
狀
四
種
の
案
例
五

(一
二
�
)
は
案
例
四

(二
�
)
よ
り
も
�
に
あ
た
る
)
︒

も
っ
と
も
︑
奏
讞
書
案
例
四
・
一
六
!
び
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
四
・
五
・
八
で
は
﹁
十
二
�
壬
申
﹂
な
ど
の
ご
と
く
︑
�
日
し
か
記
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
何
年
の
こ
と
な
の
か
"
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
ら
の
年
代
は
,
に
�
後
の
案
例
が
年
�
日
順
に
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ

て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
!
び
干
荏
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
る(47

)
︒

ち
な
み
に
︑
奏
讞
書
案
例
四
と
五
は
い
ず
れ
も
高
祖
一
〇
年
の
案
例
で
あ
る
が
︑
案
例
四
は
一
二
�
九
日
︑
案
例
五
は
七
�
二
四
日
で
あ
り
︑

後
者
の
方
が
怨
し
い

(一
〇
�
歲
首
の
た
め
)
︒
し
か
し
︑
案
例
五
の
七
�
二
四
日
は
讞
が
な
さ
れ
た
日
で
あ
る
の
に
對
し
︑
案
例
四
の
一
二
�

九
日
は
そ
の
事
件
の
吿
發
が
行
わ
れ
た
日
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
案
例
四
に
お
い
て
讞
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
七
�
二
四
日
よ
り
後
で
あ
っ
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
奏
讞
書
案
例
一
～
五
!
び
案
例
一
四
～
一
六
︑
爲
獄
等
狀
四
種
案
例
一
～
七
!
び
案
例
八
～
一
一

は
お
お
む
ね
年
代
順
に
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
爲
獄
等
狀
四
種
の
方
か
ら
見
る
と
︑
ま
ず
案
例

一
～
七
は
第
一
類
の
�
て
な
の
で
︑
第
一
類
は
そ
の
�
體
が
お
お
む
ね
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
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一
方
︑
案
例
八
～
一
一
は
第
二
類
に
屬
す
る
︒
第
二
類
に
は
他
に
も
案
例
一
二
・
一
三
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
年
代
が
わ
か
ら
な
い
が
︑

案
例
八
～
一
一
が
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
こ
れ
ら
も
同
樣
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

も
し
そ
の
�
り
と
す
れ
ば
︑
第
二
類
も
第
一
類
と
同
じ
く
︑
そ
の
�
體
が
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

爲
獄
等
狀
四
種
の
第
一
類
・
第
二
類
は
い
ず
れ
も
末
尾
の
鯵
を
中
心
と
し
て
︑
字
が
記
さ
れ
て
い
る
面
を
內
側
に
し
て
卷
か
れ
て
い
る
︒
つ

ま
り
︑
先
頭
の
鯵
か
ら
開
い
て
閱
覽
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
第
一
類
︑
そ
し
て
あ
る
い
は
第
二
類
も
�
怨
の
案
例
が
先
頭
に
排
列
さ
れ
て

い
る
の
で
︑
�
怨
の
案
例
か
ら
閱
覽
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑
司
法
實
務
の
上
で
は
お
そ
ら
く
怨
し
い
案
例
の
方
が
よ
り
參
照

す
る
機
會
が
多
く
︑
先
頭
に
排
列
し
た
方
が
閱
覽
す
る
際
に
5
利
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
,
に
�
古
の
案
例
か
ら
排
列
さ
れ

て
い
た
と
す
る
と
︑
�
怨
の
案
例
を
見
る
た
め
に
は
︑
册
書
を
�
後
ま
で
開
か
な
い
と
讀
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

も
っ
と
も
︑
�
怨
の
案
例
を
末
尾
に
排
列
し
た
と
し
て
も
︑
先
頭
の
鯵
か
ら
卷
く
よ
う
に
す
れ
ば
︑
末
尾
か
ら
開
い
て
す
ぐ
閱
覽
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
末
尾
か
ら
開
い
た
場
合
︑
先
頭
か
ら
開
く
の
に
比
べ
︑
目
當
て
の
案
例
を
探
し
に
く
い
と
い
う
不
5
な
點
が
あ
る
︒
爲

獄
等
狀
四
種
で
は
各
案
例
の
冒
頭
に
お
お
む
ね
圈
點
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
圈
點
は
他
の
鯵
よ
り
も
一
字
分
上
に
突
き
出
て
い
る
︒
閱

覽
の
際
に
は
こ
れ
を
目
印
と
し
て
目
當
て
の
案
例
を
探
せ
ば
よ
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
先
頭
の
鯵
に
は
そ
の
圈
點
に
續
い
て
︑
讞

を
行
っ
た
年
�
日
︑
讞
を
行
っ
た
機
關
・
官
�
な
ど
︑
案
例
と
し
て
�
も
基
本
8
な
K
報
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
探
す
た
め
に
は
︑
末

尾
よ
り
も
先
頭
か
ら
閱
覽
し
た
方
が
5
利
で
あ
ろ
う
︒

先
営
の
�
り
冨
谷
至
氏
は
︑
フ
ァ
イ
ル
鯵
は
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
︑
怨
た
な
鯵
を
册
書
の
末
尾
に
順
2
附
け
加
え
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
お
り
︑
奏
讞
書
も
こ
の
フ
ァ
イ
ル
鯵
に
屬
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
爲
獄
等
狀
四
種
第
一
類
・

第
二
類
は
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
怨
し
い
案
例
が
出
る
た
び
に
︑
そ
れ
を
册
書
の
末
尾
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
,
に
先
頭
に
附
け
加
え
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
第
一
類
の
場
合
︑
ま
ず
�
初
に
秦
王
政
一
八
年
の
案
例
七
が
あ
っ
た
︒
こ
の
時
點
で
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
案
例
七
が
册
書
の
先
頭
に
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
秦
王
政
二
一
年
に
案
例
六
が
出
て
︑
案
例
七
の
右
側
に
附
け
加
え
ら
れ
︑
案
例
六
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が
先
頭
と
な
る
︒
以
後
︑
秦
王
政
二
五
年
に
至
る
ま
で
︑
案
例
一
ま
で
が
附
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒

2
に
︑
奏
讞
書
を
見
る
と
︑
確
か
に
案
例
一
～
五
で
は
お
お
む
ね
年
代
順
に
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向
か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
が
︑
案

例
六
～
一
三
で
は
年
�
日
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
し
て
案
例
一
四
～
一
六
で
は
再
び
年
�
日
が
現
わ
れ
︑
怨
し
い
方
か
ら
古
い
方
へ
向

か
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
が
︑
案
例
一
七
以
影
は
秦
王
政
二
年
︑
始
皇
二
八
年
︑
春
秋
衞
︑
春
秋
魯
︑
高
祖
�
︑
秦
王
政
六
年
と
い
う
よ
う
に
︑

排
列
に
"
確
な
法
則
が
見
ら
れ
な
く
な
る
︒

ま
た
︑
奏
讞
書
は
爲
獄
等
狀
四
種
第
一
類
・
第
二
類
と
衣
な
り
︑
先
営
の
よ
う
に
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
單
な

る
卷
き
閒
1
え
で
な
い
こ
と
は
︑
末
尾
の
鯵
の
背
面
に
﹁
奏
謹

(
讞
)
書
﹂
と
い
う
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
"
ら
か
で
あ
る
︒
先
頭

の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
く
と
︑
末
尾
の
鯵
の
背
面
が
�
も
外
側
に
位
置
し
︑﹁
奏
讞
書
﹂
と
い
う
標
題
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ

の
卷
き
方
だ
と
︑
末
尾
か
ら
開
い
て
閱
覽
す
る
こ
と
に
な
る
︒
�
怨
の
案
例
を
閱
覽
す
る
に
は
︑
先
頭
ま
で
開
か
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

目
當
て
の
案
例
を
探
す
に
も
不
5
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
以
上
の
二
つ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
思
う
に
︑
實
は
奏
讞
書
も
爲
獄
等
狀
四
種
と
同
樣
︑
本
來

數
卷
の
册
書
と
し
て
�
ま
れ
︑
後
に
一
卷
の
册
書
と
し
て
綴
合
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
も
し
そ
の
�
り
と
す
れ
ば
︑
第
一
羣

(案
例
一
～
五
)
と
第
二
羣

(案
例
六
～
一
三
)
は
本
來
そ
れ
ぞ
れ
一
卷
の
册
書
と
し
て
�
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
先
営
の
�
り
︑
第

一
羣
と
第
二
羣
の
書
式
は
そ
れ
ぞ
れ
劃
一
8
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
册
書
で
は
爲
獄
等
狀
四
種
と
同
樣
︑
閱
覽
の
5
の
た
め
︑
そ

れ
ぞ
れ
末
尾
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
第
三
羣

(案
例
一
四
以
影
)
は
書
式
も
內
容
も
さ
ま
ざ
ま
な

の
で
︑
い
く
つ
か
の
卷
に
�
ま
れ
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
�
て
の
案
例
が
一
卷
ず
つ
册
書
と
し
て
�
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
案
例

一
～
五
で
は
年
代
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
の
に
︑
案
例
六
～
一
三
で
は
年
代
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
案
例
一
四
～
一
六
で
は
年
代
順
に

排
列
さ
れ
︑
案
例
一
七
以
影
は
必
ず
し
も
年
代
順
に
排
列
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
︑
以
上
の
よ
う
な
事
K
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
︒
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爲
獄
等
狀
四
種
は
�
部
で
四
卷
の
册
書
か
ら
成
る
︒
奏
讞
書
は
爲
獄
等
狀
四
種
の
よ
う
な
複
數
の
册
書
を
一
卷
に
綴
合
し
た
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
も
し
そ
の
�
り
と
す
れ
ば
︑
爲
獄
等
狀
四
種
は
,
に
一
卷
に
綴
合
さ
れ
る
�
の
形
態
を
留
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

ち
な
み
に
︑
先
営
の
�
り
︑
爲
獄
等
狀
四
種
で
は
第
三
類
だ
け
先
頭
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
る
︒
第
三
類
は
案
例
一
四
の
み
で
あ

る
が
︑
こ
れ
を
閱
覽
す
る
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
�
部
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
先
頭
と
末
尾
の
い
ず
れ
か
ら
卷
い
て
も
|
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
怨
し
い
案
例
が
出
る
た
び
に
︑
徐
々
に
附
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
か
ら
す
る
と
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
な
ど
︑

�
7
8

決
が
ま
だ
出
て
い
な
い
と
き
に
附
け
加
え
た
場
合
︑
そ
の
後
�
7
8

決
が
出
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
を
書
き
加
え
た
り
︑
怨
た
な
鯵

を
揷
入
す
る
の
は
か
な
り
面
倒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
鯵
を
結
び
つ
け
て
い
る
紐
を
ほ
ど
い
て
︑
ま
た
�
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
︒
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
に
�
7
8

決
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
形
成
�
	
に
も
一

因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

奏
讞
書
は
怨
し
い
案
例
を
こ
れ
以
上
~
加
す
る
必
@
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
︑
一
卷
の
册
書
と
し
て
�
綴
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
張

家
山
第
二
四
七
號
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
﹁
曆
�
﹂
に
よ
る
と
︑
被
葬
者
は
惠
)
元
年

(
�
一
九
四
年
)
六
�
に
病
に
よ
り
k
職
し
て
い
る

(第
一
〇
鯵
)
︒
奏
讞
書
が
被
葬
者
に
よ
っ
て
生
�
�
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
2
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑

奏
讞
書
は
も
と
も
と
彼
が
南
郡
の
官
�
を
務
め
て
い
た
と
き
︑
司
法
實
務
の
た
め
實
際
に
�
っ
て
い
た
も
の
で
︑
そ
の
と
き
に
は
第
一
羣
・
第

二
羣
!
び
第
三
羣
以
下
と
い
う
よ
う
に
︑
何
卷
も
の
册
書
に
わ
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
k
職
後
は
怨
し
い
案
例
を
~
加
す
る
必
@
が
な
く

な
っ
た
の
で
︑
こ
れ
ら
を
一
卷
の
册
書
と
し
て
結
び
つ
け
︑
記
念
と
し
て
と
っ
て
お
い
た
︑
と
︒
實
際
︑
奏
讞
書
に
含
ま
れ
て
い
る
案
例
は
︑

彼
が
k
職
し
た
惠
)
元
年
よ
り
も
�
の
も
の
に
限
ら
れ
る
︒
彼
が
k
職
し
た
後
は
︑
も
は
や
實
務
の
際
に
參
照
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
�

怨
の
案
例
を
優
先
8
に
閱
覽
す
る
必
@
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
奏
讞
書
を
一
卷
の
册
書
と
し
て
�
綴
す
る
際
︑
卷
き
方
を
,
に
し

て
も
問
題
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

― 33 ―

669



も
ち
ろ
ん
︑
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
被
葬
者
が
死
�
し
た
後
︑
生
�
�
用
し
て
い
た
數
卷
の
册
書
を
そ
の

�
族
な
ど
が
副
葬
す
る
に
あ
た
り
︑
一
卷
の
册
書
と
し
て
ま
と
め
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
え
る
︒
ま
た
︑
奏
讞
書
が
被
葬
者
に
よ
っ
て
�
用

さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
︑
�
族
な
ど
が
副
葬
品
と
し
て
作
成
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
被
葬
者
以
外
の
官
�
が
持
っ
て

い
た
も
の
を
書
寫
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
原
本
は
旣
に
一
卷
の
册
書
と
し
て
�
綴
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
れ
ば
︑
あ
る
い
は
�
族
な

ど
が
數
卷
の
册
書
を
書
寫
し
た
後
︑
一
卷
の
册
書
に
�
綴
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
奏
讞
書
が
副
葬
品
と
し
て
�
綴
さ
れ
た
の

で
あ
れ
ば
︑
先
頭
と
末
尾
の
い
ず
れ
か
ら
開
い
て
閱
覽
す
る
か
は
︑
な
お
の
こ
と
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

結

語

以
上
で
見
て
き
た
�
り
︑
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
の
中
に
は
︑
�
7
8

決
が
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
爲

獄
等
狀
四
種
第
一
類
の
場
合
︑
�
怨
の
案
例
は
秦
王
政
二
五
年
の
案
例
一
・
二
で
あ
る
が
︑
そ
の
と
き
秦
王
政
一
八
年
～
二
三
年
の
案
例
三
～

七
の
囘
答
は
旣
に
出
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
案
例
三
～
七
で
は
囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
少
な
く
と
も

こ
れ
ら
の
案
例
に
つ
い
て
は
︑
囘
答
が
出
さ
れ
て
も
そ
れ
を
書
き
加
え
ず
に
放
置
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

囘
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
案
例
は
︑
國
家
が
司
法
實
務
の
參
考
に
供
す
る
た
め
�
布
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
官
�
が
實
務
の
必
@
に
應
じ
て

作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
�
書
と
し
て
の
性
格
は
︑
官
署
で
記
錄
と
し
て
保
管
し
た
り
︑
複
數
の
官
�
の
閒
で
閱
覽
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
私
8
な
覺
え
書
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
必
ず
し
も
讞
に
對
す
る
囘
答

を
書
き
加
え
な
く
て
も
︑
問
題
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
ま
た
︑
例
え
ば
奏
讞
書
第
一
羣
で
は
實
務
の
必
@
に
應
じ
て
作
成
さ
れ
た
も

の
と
︑
司
法
實
務
の
參
考
と
し
て
�
布
さ
れ
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
混
在
も
第
一
羣
と
い
う
册
書
が
官
�
の
私
物
と
し
て

の
性
格
を
持
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
奏
讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
そ
の
も
の
は
︑
被
葬
者
が
生
�
�
用
し
て
い
た
も
の
か
︑
そ
れ
と
も

他
の
官
�
が
%
持
し
て
い
た
も
の
を
�
族
な
ど
が
書
寫
し
て
副
葬
品
と
し
た
も
の
か
は
"
ら
か
で
な
い
が
︑
假
に
�
者
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
奏
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讞
書
・
爲
獄
等
狀
四
種
が
官
�
の
私
物
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
墓
に
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

�(1
)

張
家
山
二
四
七
號
漢
墓
竹
鯵
整
理
小
組
�
﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵

︹
二
四
七
號
墓
︺﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)﹁
�
言
﹂
な
ど
參

照
︒

(2
)

陳
松
長
﹁
嶽
麓
書
院
%
藏
秦
鯵
綜
営
﹂
(﹃
�
物
﹄
二
〇
〇
九
年
第

三
�
)
參
照
︒

(3
)

朱
漢
民
・
陳
松
長
G
�
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
(上
海
辭
書

出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
)﹁
�
言
﹂
參
照
︒

(4
)

Ø

(2
)
參
照
︒

(5
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
三
三
七
～
三
四
三
頁
參
照
︒

(6
)

爲
獄
等
狀
四
種
の
中
に
は
︑
鯵
の
背
面
に
左
右
反
轉
し
た
�
字
が

見
え
る
も
の
が
あ
り
︑﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
で
は
こ
れ
ら
の

�
字
を
﹁
反
印
�
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
孫
沛
陽
氏
に
よ
る
と
︑
こ
れ

ら
の
�
字
は
各
鯵
背
面
に
位
置
す
る
鯵
の
�
字
が
埋
葬
中
に
寫
っ
た

わ
け
で
は
な
く
︑
相
互
に
貼
り
つ
い
た
鯵
が
出
土
後
に
剝
さ
れ
た
と

き
︑
鯵
表
面
の
纖
維
や
墨
跡
が
他
の
鯵
の
背
面
に
殘
っ
た
も
の
と
い

う
︒
陶
安
﹃
嶽
麓
秦
鯵
復
原
硏
究
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一

六
年
)
六
頁
參
照
︒

(7
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
三
五
七
・
三
五
八
頁
の
﹁
卷
册
復
原

示
(
圖
﹂
を
見
る
と
︑
第
一
類
・
第
二
類
で
は
い
ず
れ
も
末
尾
の
鯵

を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
第
三
類
・

第
四
類
に
つ
い
て
は
﹁
卷
册
復
原
示
(
圖
﹂
が
な
い
が
︑
同
書
三
四

四
～
三
五
五
頁
の
﹁
卷
册
結
|
表
﹂
!
び
陶
安
﹃
嶽
麓
秦
鯵
復
原
硏

究
﹄
三
五
六
頁
の
﹁
第
四
類
卷
册
結
|
表
﹂
に
よ
る
と
︑
第
三
類
で

は
鯵
番
號
上
�
の
鯵
が
後
の
鯵
よ
り
も
卷
の
內
側
に
排
列
さ
れ
て
お

り
︑
第
四
類
で
は
そ
れ
が
,
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
第
三
類

は
先
頭
の
鯵
︑
第
四
類
で
は
末
尾
の
鯵
を
中
心
と
し
て
卷
か
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
の
刊
行
後
︑
陶
安
﹃
嶽
麓

秦
鯵
復
原
硏
究
﹄
が
刊
行
さ
れ
︑
そ
の
中
で
は
爲
獄
等
狀
四
種
の
鯵

番
號
・
排
列
・
釋
�
な
ど
が
修
訂
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
卷

册
結
|
表
﹂・﹁
卷
册
復
原
示
(
圖
﹂
で
示
さ
れ
て
い
る
鯵
の
排
列
に

は
や
や
修
訂
を
@
す
る
點
も
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
修
訂
部
分
は
︑
第
一

類
～
第
三
類
が
先
頭
の
鯵
と
末
尾
の
鯵
の
い
ず
れ
か
ら
卷
か
れ
て
い

た
か
を
知
る
う
え
で
は
影
�
な
い
が
︑
第
四
類
で
は
末
尾
の
排
列
に

大
幅
な
變
�
が
あ
る
の
で
︑
第
四
類
に
つ
い
て
は
﹃
嶽
麓
秦
鯵
復
原

硏
究
﹄
の
﹁
第
四
類
卷
册
結
|
表
﹂
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(8
)

�
山
"
﹃
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
硏
究
﹄
(京
都
大
學
學
�
出
版

會
︑
二
〇
〇
六
年
)
二
七
八
頁
參
照
︒

(9
)

廣
瀨
薰
雄
﹃
秦
漢
律
令
硏
究
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
)
二

四
五
・
二
四
六
頁
參
照
︒

(10
)

冨
谷
至
﹃
秦
漢
𠛬
罰
制
度
の
硏
究
﹄
(同
�
舍
︑
一
九
九
八
年
)

五
～
一
六
頁
參
照
︒
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(11
)

小
嶋
茂
稔
﹁
讀
江
陵
張
家
山
出
土
﹃
奏
讞
書
﹄
劄
記
﹂
(﹃
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
歷
?
社
會
硏
究
﹄
第
二
號
︑
一
九
九
七
年
)
參
照
︒

(12
)

小
嶋
氏
は
第
一
羣
の
內
容
を
﹁
南
郡
の
屬
縣

(夷
6
・
江
陵
・

胡
)
か
ら
︑
中
央
の
廷
尉
へ
の
奏
讞
﹂
と
解
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

胡
は
南
郡
で
は
な
く
內
?
の
屬
縣
で
あ
る
︒

(13
)

奏
讞
書
の
鯵
番
號
・
釋
�
は
彭
浩
・
陳
洩
・
工
�
元
男
G
�
﹃
二

年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
)
に
よ
っ

た
︒

(14
)

奏
讞
書
に
見
え
る
﹁
廷
報
﹂・﹁
廷
以
聞
﹂
の
﹁
廷
﹂
が
何
を
指
す

か
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
廷
尉
を
指
す
と
す
る
蔡
萬
;
氏
の

說
が
�
も
說
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹃
張
家
山
漢
鯵
︽
奏

讞
書
︾
硏
究
﹄
(廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
一
五

二
・
一
五
三
頁
參
照
︒

(15
)

汪
桂
海
﹃
漢
代
官
�
書
制
度
﹄
(廣
西
敎
育
出
版
社
︑
一
九
九
九

年
)
八
八
頁
參
照
︒

(16
)

本
鯵
の
鯵
番
號
・
釋
�
は
湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
%
�
﹃
里
耶
發

掘
報
吿
﹄
(嶽
麓
書
社
︑
二
〇
〇
七
年
)
一
八
七
頁
に
よ
っ
た
︒

(17
)

陶
安
あ
ん
ど
﹁
試
探
︿
斷
獄
﹀︑︿
聽
訟
﹀
與
︿
訴
訟
﹀
之
別

以

漢
代
�
書
�
料
爲
中
心
﹂
(張
中
秋
�
﹃
理
性
與
智
÷
：
中
國
法
律

傳
瓜
再
探
討
︱
︱
中
國
法
律
?
學
會
二
〇
〇
七
年
國
際
學
�
硏
討

會
�
集
﹄
中
國
政
法
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)
參
照
︒

(18
)

二
年
律
令
﹁
興
律
﹂
に
﹁
縣
6
官
%
治
死
罪
!
�
失
・
戲
而
殺
人
︑

獄
已
具
︑
勿
庸
論
︑
上
獄
屬
%
二
千
石
官
︒
二
千
石
官
令
毋
O
都
�

復
案
︑
問

(聞
)
二
千
石
官
︒
二
千
石
官
丞
謹
掾
︑
當
論
︑
乃
吿
縣

6
官
以
從
事
﹂
(第
三
九
六
鯵
・
三
九
七
鯵
)
と
あ
る
︒

(19
)

森
谷
一
樹
﹁﹁
二
年
律
令
﹂
に
み
え
る
內
?
に
つ
い
て
﹂
(冨
谷
至

�
﹃
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
硏
究

論
考
�
﹄
�

友
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
)
參
照
︒

(20
)

こ
こ
で
い
う
﹁
不
O
﹂
が
﹁
公
上
不
O
﹂
を
指
す
こ
と
は
︑
彭
浩

﹁
談
︽
奏
讞
書
︾
中
8
西
漢
案
例
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
九
三
年
第
八
�
)

參
照
︒

(21
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
一
一
一
頁
參
照
︒

(22
)

奏
讞
書
で
は
本
件
の
他
︑
案
例
五
・
一
四
で
も
皇
)
へ
の
上
奏
が

行
わ
れ
て
お
り
︑
ま
た
後
営
す
る
�
り
案
例
一
五
で
も
皇
)
へ
の
上

奏
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
案
例
は
い
ず
れ
も
被
疑

者
が
官
�
で
あ
る
と
い
う
點
で
共
�
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
漢
初

で
は
官
�
の
罪
を
裁
く
場
合
︑
廷
尉
府
で
も

決
を
下
す
權
限
が
な

く
︑
皇
)
へ
裁
可
を
求
め
る
必
@
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た

だ
し
︑
案
例
九
・
一
三
で
は
官
�
が
犯
し
た
罪
に
つ
き
︑
郡
守
が
廷

尉
に
對
し
て
讞
を
行
い
︑
廷
尉
が
囘
答
を
示
す
の
み
で
あ
り
︑
皇
)

へ
の
上
奏
に
關
す
る
記
営
は
見
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
�
て
の
官
�

の
犯
罪
が
皇
)
の
裁
可
を
必
@
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
さ
ら

に
何
ら
か
の
事
由
が
あ
っ
て
初
め
て
皇
)
の
裁
可
を
必
@
と
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

(23
)

池
田
雄
一
氏
ら
は
﹁
廷
以
聞
﹂
以
下
を
﹁
●
廷
尉
か
ら
皇
)
に
上

聞
し
た
上
で
の

決
で
は
︑﹁
(中
略
)﹂
と
さ
れ
ま
し
た
﹂︑
學
�
院

大
學
漢
鯵
硏
究
會
は
﹁
廷
が
天
子
に
お
う
か
が
い
し
た
と
こ
ろ
︑

﹁
(中
略
)﹂
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
譯
し
て
お
り
︑
や
は
り
皇

)
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
內
容
を
記
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
ご
と

く
で
あ
る
︒
池
田
雄
一
�
﹃
奏
謹
書

︱
︱
中
國
古
代
の
裁

記
錄
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︱
︱
﹄
(刀
水
書
�
︑
二
〇
〇
二
年
)
六
九
頁
︑
學
�
院
大
學
漢
鯵

硏
究
會
﹁
漢
初
地
方
事
件
九
�

︱
︱
江
陵
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞

書
﹄
を
讀
む
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
出
土
�
料
硏
究
﹄
第
六
號
︑
二
〇
〇

二
年
)
參
照
︒

(24
)

奏
讞
書
案
例
一
四
で
は
﹁
南
郡
守
强
敢
言
之
︑
上
奏
七
牒
︑
謁
以

聞
﹂
(第
六
八
鯵
)
と
あ
り
︑
南
郡
は
何
ら
か
の
機
關
あ
る
い
は
官

�
へ
�
書
を
F
り
︑
そ
れ
を
皇
)
へ
上
奏
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
︑

皇
)
へ
直
接
上
奏
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
上
奏
は
司
法
を
內
容

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
あ
る
い
は
南
郡
は
廷
尉
府
に
對
し
て
�

書
を
F
り
︑
そ
れ
を
皇
)
へ
上
奏
す
る
よ
う
求
め
た
と
も
解
し
う
る
︒

し
か
し
︑
後
営
す
る
�
り
本
件
で
は
︑
南
郡
は
何
ら
か
の
機
關
・
官

�
に
對
し
︑
讞
に
對
す
る
囘
答
や
再
審
理
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
く
︑

單
に
皇
)
へ
の
上
奏
を
求
め
た
に
�
ぎ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
場
合
に

も
廷
尉
府
を
介
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
も
あ
る
︒

(25
)

宮
宅
u
﹁﹁
云
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
展

開
︱
︱
﹂
(同
氏
﹃
中
國
古
代
𠛬
制
?
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
�
出

版
會
︑
二
〇
一
一
年
︒
二
〇
〇
一
年
原
載
)
參
照
︒

(26
)

『二
年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
三
五
三
頁
參
照
︒

(27
)

二
年
律
令
﹁
具
律
﹂
に
﹁
罪
人
獄
已
決
︑
自
以
罪
不
當
︑
欲
气

(乞
)
鞫
者
︑
許
之
︒
(中
略
)
气

(乞
)
鞫
者
各
辭
在
%
縣
6
︒
縣

6
官
令
・
長
・
丞
謹
聽
︑
書
其
气

(乞
)
鞫
︑
上
獄
屬
%
二
千
石
官
︑

二
千
石
官
令
都
�
�
之
﹂
(第
一
一
四
鯵
～
一
一
六
鯵
)
と
あ
る
︒

(28
)

拙
稿
﹁
秦
漢
時
�
承
擔
�
獄
8
機
關
與
官
�
﹂
(武
漢
大
學
鯵
帛

硏
究
中
心
�
﹃
鯵
帛
﹄
第
七
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
二

年
)
參
照
︒

(29
)

拙
稿
﹁
秦
漢
時
�
承
擔
�
獄
8
機
關
與
官
�
﹂
參
照
︒

(30
)

｢已
論
︑
孔
完
爲
城
旦
﹂
(第
二
二
四
鯵
)
と
あ
る
︒﹁
孔
﹂
は
本

件
に
お
け
る
犯
人
の
名
で
あ
る
︒

(31
)

爲
獄
等
狀
四
種
の
鯵
番
號
・
釋
�
は
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄

に
よ
っ
た
︒

(32
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
に
よ
る
と
︑
案
例
六
冒
頭
の
鯵
は
缺

鯵
で
︑
第
一
〇
四
鯵
背
面
の
反
印
�
に
よ
り
﹁
⁝
⁝
曁
自
言
曰
︑
鞫

(？
)
⁝
⁝
□
□
□
⁝
⁝
□
□
⁝
⁝
曁

(？
)
□
⁝
⁝
□
□
⁝
⁝
﹂

と
復
元
で
き
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
J
一
五
が
こ
の
缺
鯵
で

あ
る
こ
と
が
"
ら
か
に
な
っ
た
︒
J
一
五
に
は
﹁
●

敢

謹

(
讞
)

之
︑
□
曁
自
言
曰
︑
邦
尉
下

(？
)
□
�

(？
)
戍
令

(？
)︑
□

`

(？
)
弗
傳
邦
候
︒
女
子
蓄
馬
一
�
︑
買

(賣
)︒
卿

(
�
)
[
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る

(冒
頭
の
圈
點
は
筆
者
が
補
っ
た
)︒
陶
安
﹃
嶽

麓
秦
鯵
復
原
硏
究
﹄
三
三
五
～
三
三
七
頁
參
照
︒

(33
)

案
例
九
に
﹁
巳

(已
)
論
磔
同
・
顯
﹂
(第
一
四
七
鯵
正
)︑
一
〇

に
﹁
巳

(已
)
論
磔
頚
﹂
(第
一
六
六
鯵
正
)
と
あ
る
︒

(34
)

｢⁝
⁝
人
︑
日
夜
�

(
廉
)
求
櫟
陽
!
它
縣
﹂
(第
一
五
六
鯵
正
)

と
あ
り
︑
搜
査
に
あ
た
っ
た
者
は
櫟
陽
!
び
そ
の
他
の
縣
で
犯
人
を

搜
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
事
件
が
發
生
し
た
の
は
櫟
陽
縣
の
ご
と

く
で
あ
る
︒

(35
)

本
件
で
は
﹁
廷
﹂・﹁
廷
?
﹂
に
よ
っ
て
再
審
理
が
行
わ
れ
︑

決

が
下
さ
れ
て
い
る
︒﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
二
〇
二
頁
は
こ
こ

で
い
う
﹁
廷
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
廷
尉
﹂
を
指
す
と
す
る
解
釋
と
︑﹁
縣

廷
﹂
を
指
す
と
す
る
解
釋
の
二
つ
を
可
能
性
と
し
て
擧
げ
て
い
る
︒
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し
か
し
︑
乞
鞫
に
よ
る
再
審
理
は
郡
あ
る
い
は
廷
尉
が
行
う
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
︑
縣
廷
を
指
す
と
は
考
え
が
た
い
︒
ま
た
︑﹁
廷
?
﹂

は
奏
讞
書
案
例
二
一
に
お
い
て
︑
廷
尉
府
の
屬
�
と
し
て
見
え
る
︒

よ
っ
て
︑
本
件
で
い
う
﹁
廷
﹂
は
廷
尉
を
指
す
と
解
す
る
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

(36
)

｢●
謂
當
陽
嗇
夫

(中
略
)
其
吉

(繫
)
得
之
城
旦
六
歲
︑
備
�

十
二
歲
吉

(繫
)
日
﹂
(第
一
八
六
鯵
～
一
八
八
鯵
)
と
あ
る
︒

(37
)

得
之
が
當
陽
縣
へ
F
c
さ
れ
た
の
は
︑
當
陽
縣
で
j
役
す
る
た
め

と
考
え
ら
れ
る
︒
奏
讞
書
案
例
一
七
に
お
い
て
も
︑
汧
縣
の
樂
人
Y

は
雍
縣
で
黥
城
旦
の

決
を
'
け
た
後
︑
汧
縣
で
j
役
さ
せ
ら
れ
て

い
る
︒
あ
る
い
は
︑
當
時
は
𠛬
徒
を
原
�
地
で
j
役
さ
せ
る
と
い
う

原
則
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
Y
は
_
捕
さ
れ
る
ま
で
汧
縣
に

居
�
し
て
い
た
︒
得
之
も
_
捕
さ
れ
る
ま
で
當
陽
縣
に
居
�
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
︒

(38
)

｢●
謂
頚

(魏
)
嗇
夫

(中
略
)
田
吉

(繫
)
子
縣
﹂
(第
二
〇
六

鯵
)
と
あ
る
︒

(39
)

漢
代
で
い
う
﹁
魏
縣
﹂
は
現
在
の
河
北
省
大
名
縣
西
南
に
位
置
す

る
︒
戰
國
時
代
︑
そ
の
や
や
西
に
位
置
す
る
鄴
や
邯
鄲
は
︑
魏
や
趙

の
荏
�
下
に
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
秦
王
政
一
一
年

(
�
二
三
六

年
)
!
び
同
一
九
年

(
�
二
二
八
年
)
に
秦
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
地
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
秦
の
荏
�
下
に
入
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
案
例
一
二
に
は
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
後
営

す
る
よ
う
に
第
二
類
で
は
︑
怨
し
い
案
例
か
ら
古
い
案
例
へ
向
か
っ

て
排
列
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
︒
案
例
一
一
は
秦
王
政
元
年
の

案
例
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
2
に
排
列
さ
れ
て
い
る
案
例
一
二
は
︑
そ

れ
以
�
の
案
例
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
︑
當
時
こ
の
地
は
ま
だ

秦
の
荏
�
下
に
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
こ
で
い
う
魏
縣
は
︑
漢

代
と
は
別
の
地
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

(40
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

參
﹄
の
釋
�
で
は
﹁︻
⁝
⁝
︼
□
□
吉

(繫
)︒
它
縣
論
︒︻
⁝
⁝
︼﹂
(第
二
四
五
鯵
正
)
で
案
例
一
五
の
記

営
が
7
わ
っ
て
い
る
が
︑
陶
安
﹃
嶽
麓
秦
鯵
復
原
硏
究
﹄
三
四
九
～

三
五
六
頁
で
は
こ
の
後
に
﹁
〼
□
臣
信

(？
)
X
︑
取
得

(？
)
〼

⁝
⁝
皆
致
灋
焉
︒
P

(
印
)
取
卒
畏
耎
㝡

(
�
)
先
去
・
先
者
2

(？
)
十
二
人
︑
完
以
爲
城
旦
・
鬼
薪
︒
P

(
印
)
取
其
2

(？
)

十
四
人
︑
耐
以
爲
隸
臣
︒
其
餘
皆
奪
�
以
爲
士
五

(伍
)︒
其
故
上

�
以
上
︑
P

(
印
)
令
戍
四
歲
︑
公
士
六
歲
︑
公
卒
以
下
八
歲
︒
□

⁝
⁝
臣
昧
死
X
︒
●
制
曰
︑
可
﹂
(第
二
四
三
︱
三
鯵
︑
第
二
四
四

鯵
︑
第
二
四
四
︱
二
鯵
︑
第
二
四
四
︱
三
鯵
)
と
い
う
記
営
が
續
く

と
解
し
て
い
る
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(41
)

琴
載
元
﹁
秦
代
南
郡
�
戶
民
8
秦
︑
楚
身
份
:
同
問
題
﹂
(楊
振

紅
・
鄔
�
玲
G
�
﹃
鯵
帛
硏
究
二
〇
一
五
﹄
秋
冬
卷

(廣
西
師
範
大

學
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
)
參
照
︒

(42
)

曹
旅
寧
﹃
秦
漢
魏
晉
法
制
探
�
﹄
(人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
)

九
九
頁
參
照
︒

(43
)

蘇
俊
林
﹁
嶽
麓
秦
鯵
︽
質
日
︾
�
8
硏
究
﹂
(陳
松
長
等
﹃
嶽
麓

書
院
藏
秦
鯵
8
整
理
與
硏
究
﹄
中
西
書
局
︑
二
〇
一
四
年
)
參
照
︒

(44
)

三
十
四
年
質
日
の
鯵
番
號
・
釋
�
は
朱
漢
民
・
陳
松
長
G
�
﹃
嶽

麓
書
院
藏
秦
鯵

壹
﹄
(上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
に

よ
っ
た
︒

(45
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

壹
﹄
七
五
頁
參
照
︒
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(46
)

『嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

壹
﹄
八
三
頁
參
照
︒

(47
)

李
學
勤
﹁︽
奏
讞
書
︾
初
論
﹂
(同
氏
﹃
鯵
帛
佚
籍
與
學
�
?
﹄
江

西
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︒
一
九
九
三
年
原
載
)︑﹃
嶽
麓
書
院

藏
秦
鯵

參
﹄
一
三
八
頁
︑
一
四
三
頁
︑
一
七
七
頁
參
照
︒

〔附
記
︺

本
稿
は
二
〇
一
五
年
一
〇
�
一
四
日
に
中
央
學
院
大
學
第
九
囘
法
學
部
硏
究
發
表
會
に
て
行
っ
た
硏
究
報
吿
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
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THE FORMATION OF THE ZOUYANSHU EXCAVATED

AT ZHANGJIASHAN AND THE WEIYUDENGZHUANG SIZHONG OF

THE YUELU ACADEMY

MIZUMA Daisuke

Both the Zouyanshu 奏讞書 written on Han bamboo slips excavated at

Zhangjiashan 張家山 and the Weiyudengzhuang sizhong 爲獄等状四種 written on

Qin bamboo and wooden slips held at the Yuelu Academy 嶽麓書院 contain records

of criminal trials, however, some of the trials, which became legal precedents, do not

conclude with the final judgments. Cases 1 to 5 and 14 to 16 of the Zouyanshu, and 1

to 7 and 8 to 11 of the Weiyudengzhuang sizhong, were arranged in chronological

order from the newest to oldest. With the previous two issues in mind, this paper

attempts to make clear the formation processes of the Zouyanshu and the

Weiyudengzhuang sizhong. The author reached the following conclusions from this

examination.

Firstly, the cases tried by the Nan Commandery 南郡 in the Zouyanshu and the

Weiyudengzhuang sizhong were the documents that the officials of the Nan

Commandery drew up as the need arose in the course of its operations ; but in

contrast, documents related to the cases unrelated to the Nan Commandery were

distributed by the central state to the whole country for reference in judicial

practice.

Secondly, two categories of documents : type 1 (cases 1 to 7) and type 2

(cases 8 to 13) of the Weiyudengzhuang sizhong were rolled around the last

bamboo slip, and each time a new precedent was created, the case was added to the

head of the scroll. Because the newer precedents were more frequently referred to

in judicial practice, the arrangement placing them at the beginning was convenient

for viewing. On the other hand, the Zouyanshu was originally made up of group 1

(cases 1 to 5), group 2 (cases 6 to 13) and several other scrolls. At least in regard

to the contents of group 1, they were rolled around the final slip at the center, and

each time a new legal precedent was made, the case was added to the beginning of

scroll. However, after the tomb owner (who is thought to have been an official of

the Nan Commandery) retired or died, the several scrolls he used while in office

were bound into one scroll, or a person such as a surviving members of the family

copied the several scrolls the deceased official possessed, and bound them into one

scroll. At that time the Zouyanshu was rolled around the latest slip because there

― 1 ―



was no longer any need to refer to it in judicial practice.

A CONSIDERATION OF THE NORTHERN WEI DYNASTY THROUGH

THE ACHIEVEMENTS OF ZHEN CHEN 甄琛

IKEDA Yukiya

Zhen Chen lived during the Northern Wei dynasty, and his biography appears

in the 68th volume of the Weishu 魏書. Reading his biography, we find clues to

understand problems faced by the Northern Wei dynasty, especially after the

transfer of the capital to Luoyang 洛陽 by Emperor Xiaowen 孝文, and this paper

examines the circumstances of the Northern Wei dynasty through an examination

of the achievements of Zhen Chen.

The paper addresses four points. The first is an elucidation of the actual

political situation in the reign of Emperor Xuanwu 宣 武. The second is a

consideration of the relationship between Zhoudazhongzheng 州大中正 and the

stratification of society created by Xingzuxiangding 姓族詳定. The third is an

enumeration of the characteristics of family precepts during the Northern

Dynasties. The fourth is an inference of the content of the family percepts of Zhen

Chen based on the results of the third point.

After ascending the throne, Emperor Xuanwu chose to govern on his own since

he was dissatisfied with the politic system of the Liufu 六輔. Zhen Chen was a

central figure in implementing the emperorʼs new system.

It is said that the stratification of Northern Wei society created by Emperor

Xiaowen with the Xingzuxiangding, and Zhoudazhongzheng 州 大 中 正 were

charged with the determination of family ranks (Jiage家格) in every Zhou. Zhen

Chen, as a Zhoudazhongzheng of Dingzhou 定州, wrote Xingzufeixing姓族廃興 to

fulfill his mission. There also was a document (xingzhuang 行状) for Zhen Chen

which was full of flattering compliments. The chief aim of having such a

xingzhuang was to upgrade his family rank.

The author clarifies three main points regarding family precepts during the

Northern Dynasties. First, a large portion of the family precepts has appeared.

Second, families were large compared to those of the Southern Dynasties and they

were closely united by brotherly solidarity. Third, in order to maintain their large

families, they attached importance to the virtue of filial piety (xiao 孝).
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