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皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
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刑
部
類
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官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

明
律
硏
究
會
・
井
上
充
幸
・
�

蘇
曼
・
豐
嶋
順
揮

は
じ
め
に

︻
前
稿
ま
で
の
經
緯
と
到
達
點
︼

本
會
は
こ
れ
ま
で
に
︑﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
︵
以
下
﹃
事
類
纂
﹄
と
略
稱
︶
卷
四

八
・
刑
部
類
・
斷
罪
引
律
令
に
收
め
ら
れ
た
の
三
つ
の
條
例
の
譯
註
稿
を
發
表
し

て
き
た(

)

︒
1

﹁
斷
罪
引
律
令
﹂
と
は
︑﹃
大
明
律
﹄
卷
二
八
・
刑
律
・
斷
獄
に
規
定
さ
れ
る
法

令
で
あ
り
︑
裁
判
で
罪
を
定
め
る
際
に
は
必
ず
律
を
引
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
︑
時
の
皇
帝
か
ら
發
せ
ら
れ
た
單
行
指
令
︵
す
な
わ
ち
條
例
︶
に
よ
る
定
罪
は

臨
時
的
措
置
で
あ
り
︑
律
を
補
完
す
る
た
め
の
永
續
的
な
規
定
と
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
︑
と
い
う
二
つ
の
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
事

類
纂
﹄﹁
斷
罪
引
律
令
﹂
所
收
の
三
つ
の
條
例
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
原
則
を
め
ぐ

る
實
務
上
の
問
題
點
と
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
譯
註
を
施

す
こ
と
を
通
じ
て
︑
明
代
中
期
の
當
事
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
え
を
持
ち
︑
い

か
な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
︒

ま
ず
譯
註
稿
︵
上
︶
で
扱
っ
た
の
は
︑
第
一
條
﹁
陳
言
干
礙
法
司
條
例
須
要
會

議
例
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
條
文
中
に
お
い
て
は
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
議
論
と

提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

成
化
十
六
︵
一
四
八
〇
︶
年
の
時
點
に
お
い
て
︑
す
で
に
現
行
の
﹁
內
外
新
舊

の
條
例
﹂︑
す
な
わ
ち
成
化
年
間
に
お
い
て
成
立
し
た
全
國
一
律
に
通
行
す
べ
き

條
例
の
み
な
ら
ず
︑
特
定
の
地
方
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
や
︑
成
化
帝
卽
位
時

に
革
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
前
代
か
ら
引
き
續
き
援
用
さ
れ
續
け
て
い
る
も
の
に
至

る
ま
で
︑
數
多
く
の
條
例
が
倂
存
し
て
い
る
狀
態
に
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中

に
は
︑
特
定
の
案
件
に
の
み
適
用
す
べ
き
限
定
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
︑
同
樣
の
案

件
に
つ
い
て
も
適
用
可
能
な
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
︒
ま
た
︑
一
つ
の
案

件
に
對
し
て
適
用
可
能
な
條
例
が
複
數
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
間
で

犯
罪
構
成
要
件
に
對
す
る
認
定
の
基
準
や
科
す
べ
き
刑
罰
の
輕
重
が
食
い
違
う
こ

と
が
多
い
︒

こ
う
し
た
問
題
に
對
處
す
べ
く
︑
中
央
の
三
法
司
︵
刑
部
・
大
理

寺
・
都
察
院
︶
が
共
同
で
現
行
の
條
例
を
調
査
・
整
理
し
︑﹃
見
行
條
例
﹄
と
し
て

編
纂
・
發
布
す
べ
き
で
あ
る
︒

續
く
譯
註
稿
︵
中
︶
で
取
り
上
げ
た
第
二
條
﹁
問
囚
犯
擬
罪
不
該
載
引
律
比
附

明
白
方
許
奏
請
﹂
は
︑
當
時
の
裁
判
業
務
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
︑
比
附

を
め
ぐ
る
議
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒
比
附
と
は
す
な
わ
ち
︑
律
に
正
確
に
該

當
す
る
條
文
が
無
い
罪
を
裁
く
た
め
に
︑
こ
れ
に
近
い
罪
を
定
め
た
條
文
を
援
用

し
︑
そ
の
規
定
に
準
據
し
つ
つ
犯
し
た
罪
に
應
じ
た
適
正
な
量
刑
を
行
う
と
い

う
︑
一
種
の
類
推
解
釋
に
よ
る
法
運
用
の
方
法
を
指
す
︒
そ
し
て
こ
の
第
二
條
で

は
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

比
附
を
行
う
場
合
に
は
︑
そ
の
都
度
必
ず
皇
帝
の
裁
可
を
經
る
と
い
う
︑﹃
大
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明
律
﹄
卷
一
・
名
例
律
・
斷
罪
無
正
條
に
規
定
さ
れ
た
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︑
と
い
う
の
が
︑
太
祖
洪
武
帝
以
來
の
﹁
祖
法
﹂
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ

が
︑
明
建
國
か
ら
百
年
以
上
を
經
過
し
た
現
在
︑
そ
う
し
た
原
則
が
守
ら
れ
な
く

な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
裁
判
官
に
よ
る
恣
意

的
な
法
の
運
用
と
︑
そ
れ
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
多
發
︑
な
ら
び
に
裁
判
業
務
の
停

滯
と
い
う
︑
當
時
の
裁
判
の
現
場
に
お
け
る
問
題
が
存
在
す
る
︒

さ
ら
に
︑
比

附
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
條
例
が
累
積
し
て
い
っ
た
結
果
︑
裁
判
の
現
場
に
お

い
て
依
據
す
べ
き
先
例
と
し
て
︑
革
除
を
命
じ
ら
れ
た
後
も
援
用
さ
れ
續
け
る
と

い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
新
帝
の
卽
位
と
同
時
に
前
代
ま
で
の
條

例
を
革
除
す
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
た
や
は
り
代
々
遵
守
す
べ
き
﹁
祖
法
﹂
で
あ
っ

た
︒そ

し
て
︑
譯
註
稿
︵
下
︶
で
扱
っ
た
第
三
條
﹁
禁
革
妄
稱
會
定
比
附
律
條
例
﹂

で
は
︑
第
二
條
に
述
べ
ら
れ
た
事
態
を
受
け
て
生
み
出
さ
れ
た
︑
比
附
の
事
例
を

集
め
た
判
例
集
の
發
禁
處
分
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
︑
や
は
り
過
去
の
比
附
の
事
例
が
あ
た
か
も
現

行
の
條
例
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
︑
本
來
な
さ
れ
る
べ
き
皇
帝

の
確
認
と
裁
可
を
得
る
と
い
う
手
續
き
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う

點
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
現
場
か
ら
の
要
請
に
應
じ
て
︑
す
で
に
同
樣
の
判
例
集

が
多
數
出
版
さ
れ
︑
全
國
的
に
普
及
し
て
い
る
と
い
う
當
時
の
實
情
に
つ
い
て
も

浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
︒

以
上
の
檢
討
を
通
じ
て
︑
明
代
中
期
の
成
化
年
間
に
お
い
て
︑﹃
大
明
律
﹄
お

よ
び
條
例
な
ど
の
副
次
法
典
に
基
づ
く
統
一
的
な
法
體
系
の
整
備
と
︑
法
の
適
用

基
準
や
運
用
方
法
の
確
立
が
︑
現
場
の
實
務
擔
當
者
の
側
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
︑
と
い
う
事
情
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

︻
副
次
法
典
や
條
例
集
と
の
關
連
︼

か
く
し
て
︑
明
代
中
期
を
畫
期
と
し
て
︑﹃
大
明
律
﹄
を
補
完
し
︑
統
一
的
か
つ

効
率
的
な
法
の
運
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
新
た
な
法
典
編
纂
の
必
要
性
が
︑
現
場

の
側
か
ら
も
中
央
の
司
法
の
側
か
ら
も
認
識
さ
れ
共
有
さ
れ
始
め
る
こ
と
と
な
っ

た
︒
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
︑
現
行
の
﹁
內
外
新
舊
の
條
例
﹂
の
う
ち
か
ら
必
要

不
可
缺
な
も
の
を
精
選
し
︑
そ
の
要
點
の
み
を
抽
出
し
て
普
遍
的
に
適
用
可
能
な

條
文
に
ま
と
め
︑﹃
大
明
律
﹄
の
項
目
に
從
っ
て
配
列
し
て
參
照
の
便
を
圖
る
︑

と
い
う
編
纂
方
針
に
基
づ
く
新
た
な
法
典
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
て
弘

治
十
三
︵
一
五
〇
〇
︶
年
に
完
成
を
見
た
の
が
﹃
問
刑
條
例
﹄
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
そ
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
は
︑
個
々
の
條
例
に
つ
い
て
︑
そ
の
成
り
立

ち
か
ら
い
か
な
る
變
遷
を
經
て
現
行
の
形
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
︑
す
べ
て
の
經

緯
を
確
認
・
理
解
し
た
う
え
で
編
纂
作
業
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
︒
か
か

る
膨
大
な
時
間
と
手
間
を
要
す
る
作
業
を
行
う
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
が
︑﹃
條

例
全
文
﹄
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
﹃
事
類
纂
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
條

例
集
だ
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒
2

︻
﹃
事
類
纂
﹄
﹁
斷
罪
引
律
令
﹂
か
ら
同
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
へ
と

つ
な
が
る
問
題
意
識
︼

上
述
の
よ
う
に
︑
明
代
中
期
以
降
︑
中
央
の
司
法
官
僚
の
主
導
に
よ
り
法
典
が

編
纂
さ
れ
︑
そ
の
統
一
的
運
用
を
圖
る
た
め
︑
內
外
に
對
し
て
幾
度
と
な
く
﹃
大

明
律
﹄
の
原
則
の
遵
守
を
徹
底
す
る
よ
う
﹁
通
行
﹂
し
て
い
る
も
の
の
︑
こ
こ
で

注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
の
一
つ
は
︑
そ
れ
が
必
ず
し
も
劃
一
的
・
硬
直
的
に
事

案
へ
の
對
處
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
點
で
あ

る
︒例

え
ば
︑﹁
斷
罪
引
律
令
﹂
所
收
の
第
三
條
の
條
文
か
ら
は
︑
實
務
經
驗
豐
富

な
官
僚
で
あ
れ
ば
︑﹃
大
明
律
﹄
を
踏
ま
え
つ
つ
實
際
の
案
件
に
卽
し
た
形
で
巧

四
〇
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み
に
條
例
を
運
用
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
っ
て
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の

方
が
よ
り
適
切
か
つ
柔
軟
な
對
處
が
可
能
に
な
る
︑
と
い
う
考
え
方
が
內
外
の
官

僚
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
樣
を
讀
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る(

)

︒
3

と
こ
ろ
が
こ
れ
と
は
對
照
的
に
︑
經
驗
不
足
の
新
任
官
僚
に
と
っ
て
そ
れ
は
極

め
て
困
難
で
あ
る
た
め
︑
不
充
分
な
律
學
知
識
や
不
適
切
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
依
據

し
て
︑
と
も
す
れ
ば
結
果
と
し
て
不
適
切
な
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
︑
と
も
認

識
さ
れ
て
い
る(

)

︒
そ
し
て
實
際
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
︑
す
な
わ
ち
裁
判

4

官
が
結
果
的
に
不
當
な
判
決
を
下
し
た
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
︑﹁
官
司
出
入

人
罪
﹂
に
よ
っ
て
處
斷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
キ
ー

ワ
ー
ド
が
﹁
參
語
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
說
明
す
る
が
︑
こ

の
參
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
︑
初
審
擔
當
の
裁
判
官
に
よ
る
罪
情
認
定
と
量
刑
の

根
據
の
妥
當
性
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
地
方
の
現
場
と
中
央
と
で
は
そ
の
評
価
や
判
斷

が
食
い
違
う
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る(

)

︒﹃
問
刑
條
例
﹄
な
ど
の
副
次
法
典
が
︑

5

地
方
と
中
央
の
雙
方
か
ら
希
求
さ
れ
た
の
は
︑﹃
大
明
律
﹄
と
い
う
基
準
・
原
則

に
の
っ
と
り
つ
つ
︑
地
方
と
中
央
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
決
し
て
い
く

上
で
︑
よ
り
實
用
性
の
高
い
參
照
基
準
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ

う
︒
こ
れ
か
ら
﹃
事
類
纂
﹄
所
收
の
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
に
關
す
る
條
例
の
譯
註

稿
を
作
成
し
て
い
く
に
當
た
り
︑
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
案
件
と
そ
れ
に
對
す
る

當
時
の
官
僚
た
ち
の
對
應
方
法
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
伺
う
こ
と
の
で
き
る
彼

ら
の
考
え
方
に
つ
い
て
︑
上
記
の
よ
う
な
視
點
か
ら
も
檢
討
を
加
え
て
い
き
た

い
︒そ

れ
で
は
次
に
︑﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
と
﹁
參
語
﹂
に
つ
い
て
︑
順
に
檢
討
を

加
え
て
お
こ
う
︒

︻
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
に
つ
い
て
︼

﹃
事
類
纂
﹄
の
譯
註
に
先
立
っ
て
︑
ま
ず
﹃
大
明
律
﹄
卷
二
八
・
刑
律
・
斷
獄

﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
の
規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

①

凡
そ
官
司

故
ら
に
人
を
罪
に
出
入
し
た
る
に
︑
全
出

全
入
せ
る
者
は
︑

全
罪
を
以
て
論
ず
︒

②

若も

し
輕
き
を
增
し
て
重
き
と
作
し
︑
重
き
を
減
じ
て
輕
き
と
作
せ
ば
︑

增
減
し
た
る
所
を
以
て
論
ず
︒
死
に
至
ら
し
め
た
る
者
は
︑
坐
す
る
に

死
罪
を
以
て
す
︒

③

若
し
罪
を
斷
じ
て
入
る
る
に
失
し
た
る
者
は
︑
各
々
三
等
を
減
ず
︒
出

す
に
失
し
た
る
者
は
︑
各
々
五
等
を
減
ず
︒

④

並な

べ
て
吏
典
を
以
て
首
と
爲
し
︑
首
領
官
は
吏
典
よ
り
一
等
を
減
じ
︑

佐
貳
官
は
首
領
官
よ
り
一
等
を
減
じ
︑
長
官
は
佐
貳
官
よ
り
一
等
を
減

じ
て
罪
を
科
す
︒
若
し
囚

未
だ
決
放
せ
ら
れ
ず
︑
及
び
放
ち
て
而
し
て

還ま

た
獲
は
れ
︑
若
し
く
は
囚

自
ら
死
す
れ
ば
︑
各
々
一
等
を
減
ず
る
を

聽ゆ
る

す
︒(

)
6

ま
ず
﹁
官
司

人
を
罪
に
出
入
す
﹂
と
は
︑
不
當
な
斷
罪
を
行
う
こ
と
︑
す
な

わ
ち
裁
判
官
が
有
罪
の
被
吿
を
無
罪
に
し
た
り
︵
出
︶
︑
無
罪
の
被
吿
を
有
罪
に

し
た
り
︵
入
︶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
誤
審
が
行
わ
れ
た

と
認
定
さ
れ
た
場
合
︑
不
當
な
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
は
︑
故
意
︵﹁
故
﹂︶
に
お

こ
な
っ
た
場
合
︵
①
︶
と
過
失
︵﹁
失
﹂︶
の
場
合
︵
③
︶
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
應
じ
て
處

罰
さ
れ
る
︵
②
︶
こ
と
と
な
る
︒
な
お
④
は
︑
流
外
官
に
適
用
す
る
場
合
の
規

定
︑
な
ら
び
に
罪
囚
の
狀
況
に
應
じ
た
規
定
で
あ
る(

)

︒
7

︻
參
語
に
つ
い
て
︼

明
代
に
お
け
る
參
語
の
使
用
例
や
そ
の
解
釋
に
つ
い
て
は
︑
現
存
す
る
訴
訟
案

卷
・
讞
詞
集
・
律
學
書
・
文
集
や
政
書
な
ど
の
中
に
樣
々
な
形
で
記
さ
れ
て
い

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶
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る
︒
以
下
︑
こ
れ
ら
の
史
料
に
卽
し
て
參
語
の
基
本
的
な
定
義
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

參
語
の
實
際
の
用
例
を
示
す
訴
訟
案
卷
と
し
て
︑
徐
顯
功
﹃
不
平
鳴
稿
﹄
四
卷

︵
崇
禎
三
︵
一
六
三
〇
︶
年
序
鈔
本
︑
南
京
大
學
歷
史
學
系
資
料
室
所
藏
︶
が
擧
げ
ら
れ

る
︒﹃
不
平
鳴
稿
﹄
は
︑
明
末
の
天
啓
四
︵
一
六
二
四
︶
年
か
ら
崇
禎
二
︵
一
六
二

九
︶
年
に
か
け
て
︑
徽
州
府
歙
縣
の
潘
氏
の
族
人
間
で
起
こ
っ
た
︑
佃
僕
の
歸
屬

や
墳
墓
の
盗
伐
を
め
ぐ
る
一
連
の
訴
訟
に
關
す
る
文
書
類
を
編
纂
し
た
も
の
で
︑

裁
判
の
經
緯
や
行
政
側
の
對
應
に
至
る
ま
で
︑
當
時
の
訴
訟
の
實
態
を
詳
細
に
知

る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
複
數
の
形

式
の
文
書
の
う
ち
で
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
某
公
審
決
參
語
﹂
あ
る
い
は
﹁
某
公
受

囑
參
語
﹂
な
ど
と
題
さ
れ
た
一
連
の
參
語
形
式
の
文
書
で
あ
る
︒

詳
し
く
は
別
稿
に
讓
る
が
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
參
語
と
は
︑
州
縣
な
ど
の
衙
門
に

お
い
て
裁
判
を
擔
當
し
た
裁
判
官
︵
親
審
官
︶
が
︑
斷
案
を
下
し
て
裁
判
を
終
結

さ
せ
る
に
當
た
り
︑
結
審
に
際
し
て
原
吿
・
被
吿
の
雙
方
を
法
廷
に
集
め
︵
當

堂
︶
︑
直
接
斷
案
を
申
し
渡
す
た
め
に
作
成
す
る
判
決
文
書
の
一
種
で
あ
る
︑
と

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
參
語
は
﹁
審
語
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
︒
ま
た
一
方
で
︑
處
置
・
量
刑
に
至
る
ま
で
の
手
續
き
の
こ
と
を
指
す
こ
と

も
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
文
書
形
式
そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
使
わ

れ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

次
に
律
學
書
の
參
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
律
學
書
は
法
司
の
學
習
用

教
材
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
る
內
容
は
︑
當
時

の
一
般
的
な
理
解
を
示
す
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の

の
一
つ
は
︑
萬
曆
朝
か
ら
崇
禎
朝
に
か
け
て
司
法
官
員
を
歷
任
し
た
蘇
茂
相
が
編

纂
し
た
﹃
︵
大
明
律
例
︶
臨
民
寶
鏡
﹄
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
記
さ
れ
た
參
語
の
文
書

形
式
の
分
析
を
通
じ
て
︑
以
下
の
こ
と
が
判
明
す
る
︒

こ
れ
も
詳
し
く
は
別
稿
に
讓
る
が
︑
す
な
わ
ち
參
語
の
內
容
は
︑
基
本
的
に
主

觀
的
な
事
實
關
係
の
認
定
︵
事
件
の
顚
末
と
是
非
の
判
定
︶
︑
及
び
處
理
結
論
と
い

う
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
案
件
が
裁
判
官
の
自
理
の
範
圍
に
屬

す
る
場
合
︑
參
語
の
役
割
は
處
分
結
果
を
當
事
者
全
員
に
明
示
す
る
も
の
と
し
て

存
在
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
案
件
を
上
司
に
報
吿
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
︑
す
な
わ
ち
中
央
の
判
斷
を
仰
ぐ
べ
き
重
大
な
案
件
の
場
合
に

は
︑
參
語
の
役
割
は
あ
く
ま
で
參
考
意
見
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
︒參

語
の
﹁
參
﹂
の
意
味
は
提
頭
詞
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
例
え
ば
︑﹃
淮
揚
雜
錄
﹄
卷
五
の
批
文
に
は
多
く
の
種
類
の
提
頭
詞
が
收

錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
︑
參
語
の
﹁
參
﹂
と
は
﹁
參
詳
﹂︑

す
な
わ
ち
綿
密
な
調
査
と
細
か
い
硏
究
に
よ
っ
て
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
は
︑
裁
判
官
が
參
語
を
作
る
前
に
事
件
關
係
者
を
尋

問
し
︑
事
件
の
經
緯
を
詳
細
に
調
査
し
︑
事
件
の
是
非
曲
直
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
︑
裁
判
官
の
任
務
に
對
應
・
合
致
す
る
も
の
と
言
え
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
參
語
と
は
︑
一
連
の
裁
判
業
務
に
直
接
携
わ
っ
た
司
法
官

自
ら
が
︑
斷
案
の
根
據
を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
重
要
な
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︒︻

明
代
中
期
に
お
け
る
參
語
の
運
用
を
め
ぐ
る
問
題
點
︼

前
述
の
參
語
に
つ
い
て
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
こ
こ
か
ら
は
明
代
中
期
に

お
け
る
參
語
の
運
用
を
め
ぐ
る
問
題
點
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ

う
︒明

代
に
お
け
る
參
語
の
用
例
に
つ
い
て
は
︑
﹃
明
實
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
古
く
は

景
泰
年
間
の
薛
瑄
の
上
奏
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
そ
こ
で
は
す
で
に

﹁
今

法
司

罪
囚
を
發
擬
す
る
に
︑
多
く
參
語
を
加
え
て
奏
請
し
た
れ
ば
︑
律
意

は
變
亂
せ
ら
れ
︑
刑
罰
は
中
を
失
す
る
﹂
と
い
う
實
態
が
指
彈
さ
れ
て
お
り
︑

四
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﹁
一
に
祖
宗
の
律
令
に
依
り
て
︑
妄
り
に
參
語
を
加
え
ざ
ら
ん
こ
と
﹂
が
提
言
さ

れ
て
い
る(

)

︒
訳
註
稿
︵
下
︶
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に(

)

︑
こ
の
﹁
妄
り
に
參

8

9

語
を
加
え
る
﹂
行
爲
は
︑
そ
の
後
の
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
發
せ
ら
れ
る
卽
位

詔
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
續
け
る
な
ど
︑
明
代
中
期
に
お
け
る
司
法
の
運
用
に
重
大

な
支
障
を
來
す
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒

正
統
朝
か
ら
成
化
朝
に
か
け
て
一
貫
し
て
司
法
畑
を
步
ん
で
き
た
王
槩
は
︑
大

理
寺
に
お
い
て
審
錄
を
行
っ
た
案
件
の
中
か
ら
差
し
戻
し
︵
駁
回
︶
し
た
も
の
を

集
め
た
事
例
集
を
殘
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
參
語
の
不
當
な
使
用
を
理
由
に
差

し
戻
し
た
案
件
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
內
容
は
︑﹁
詐

い
つ
は

り
て
錦
衣
衞
官
校
と

稱
し
︑
外
︵
省
︶
に
在
り
て
事
務
を
體
察
し
︑
官
府
を
欺
誑
し
﹂︑
な
ら
び
に

﹁
詐
り
て
內
使
の
批
文
を
爲つ

く

り
た
る
﹂
計
七
名
の
犯
人
は
︑
い
ず
れ
も
原
審
の
段

階
で
﹁
常
例
に
照
ら
し
て
發
落
し
難
﹂
い
ほ
ど
の
重
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
て
い
る

が
︑
こ
れ
に
對
し
て
王
槩
は
︑
成
化
帝
の
卽
位
詔
を
根
據
と
し
て
︑
彼
ら
は
確
か

に
重
罪
犯
で
は
あ
る
も
の
の
︑﹁
却
っ
て
常
例
に
照
ら
し
て
發
落
し
難
き
の
字
樣

も
て
參
し
た
る
も
︑
未
だ
例
に
於
い
て
違
礙

有
り
や
無
し
や
を
審
ら
か
に
せ
ず
︑

倶
に
停
當
を
欠
け
ば
︑
以
て
類
奏
し
難
し
﹂
と
斷
じ
て
駁
回
す
る
︑
と
い
う
も
の

で
あ
る(

)

︒
10

こ
の
一
文
︑
な
ら
び
に
譯
註
稿
︵
下
︶
や
歷
代
の
卽
位
詔
の
內
容
か
ら
窺
え
る

問
題
點
を
整
理
す
る
と
︑
ま
ず
初
審
を
擔
當
す
る
裁
判
官
が
︑
自
身
の
心
證
に
基

づ
い
て
︑﹁
常
例
に
照
ら
し
て
發
落
し
難
し
﹂
な
ど
の
用
語
を
用
い
て
通
常
の
律

を
適
用
せ
ず
︑
比
附
な
ど
を
利
用
し
て
恣
意
的
に
嚴
罰
を
當
て
る
傾
向
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
中
央
に
上
げ
ら
れ
る
重
大
案
件
に
附
さ
れ
た
參
語
は
︑

本
來
は
參
考
意
見
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
監
察
官
の
職
務
怠
慢

や
有
力
者
へ
の
忖
度
な
ど
の
樣
々
な
理
由
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
成
案
と

し
て
上
級
審
を
通
過
し
て
し
ま
う
事
例
が
多
發
し
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
︑
通
常
の
律
を
當
て
た
場
合
と
比
較
し
て
︑
著
し
く
バ
ラ

ン
ス
を
缼
く
不
適
切
な
運
用
が
參
語
を
根
據
と
し
て
成
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
︑
本
來
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
中
央
に
報
吿
し
︑
案
件
を
原
審
の
衙

門
に
駁
回
す
る
役
割
を
擔
う
べ
き
上
級
衙
門
が
︑
充
分
に
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
ず
︑
結
果
と
し
て
參
語
が
律
や
例
な
ど
の
法
典
に
準
じ
る
よ
う
な
形
で

機
能
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
司
法
の
運
用
上
の
重
大
な
問
題
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
點
が
重
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
こ
と
は
︑﹁
妄
り
に
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
あ
く
ま
で
不
當
な
亂
用
を

非
難
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
參
語
の
援
用

そ
の
も
の
を
全
面
的
に
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
點
で
あ
る
︒

以
上
に
指
摘
し
た
問
題
點
と
︑
そ
れ
を
生
み
出
し
た
歷
史
的
・
社
會
的
背
景
に

つ
い
て
は
︑
後
の
﹁
解
說
﹂
に
お
い
て
さ
ら
に
敷
衍
す
る
形
で
論
じ
る
こ
と
と
し

た
い
︒︻

﹃
事
類
纂
﹄
所
收
の
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
に
關
す
る
條
例
に
つ
い

て
︼

﹃
事
類
纂
﹄
卷
四
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪
に
は
︑
目
錄
に
よ
れ
ば
以
下

の
八
つ
の
條
例
が
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

第
一
條
﹁
申
明
通
行
問
刑
衙
門
不
許
深
文
妄
加
參
語
故
入
人
罪
例
﹂

第
二
條
﹁
宛
平
大
興
二
縣
取
撥
庫
役
穩
婆
辦
納
刑
杖
例
﹂

第
三
條
﹁
通
行
內
外
問
刑
衙
門
不
許
妄
加
參
語
擅
擬
差
官
例
﹂

第
四
條
﹁
參
問
官
員
依
律
科
斷
例
﹂

第
五
條
﹁
原
問
官
不
許
妄
加
參
語
例
﹂

第
六
條
﹁
按
季
取
穿
錢
搭
鈔
人
夫
例
﹂

第
七
條
﹁
問
刑
不
許
拘
泥
成
案
信
憑
參
語
及
將
重
情
俱
擬
不
應
竝
以
誣
吿
捏

作
輕
吿
﹂

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

四
三
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第
八
條
﹁
緝
訪
參
送
法
司
囚
犯
原
問
官
明
知
冤
抑
畏
禍
不
與
辨
理
者
以
故
入

人
罪
論
﹂

こ
の
う
ち
第
二
條
と
第
六
條
は
︑
首
都
北
京
の
お
膝
元
で
あ
る
宛
平
縣
と
大
興

縣
に
對
し
て
割
り
當
て
ら
れ
て
い
た
︑
中
央
の
各
衙
門
で
必
要
と
さ
れ
る
人
員
や

物
品
の
調
達
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
二
條
が
こ
こ
に
收
錄
さ
れ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
﹃
大
明
律
﹄﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
の
條
文
へ
の

註
記
の
中
に
お
い
て
︑﹁
法
外
用
刑
﹂
の
事
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
刑
具
に
關
連

し
て
こ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い(

)

︒
そ
う
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
﹁
囚
應
禁

11

而
不
禁
﹂
あ
る
い
は
﹁
故
禁
故
勘
平
人
﹂
な
ど
の
項
目
︵
い
ず
れ
も
﹃
大
明
律
﹄
卷

二
八
・
刑
律
・
斷
獄
︑
お
よ
び
﹃
事
類
纂
﹄
卷
四
六
・
刑
部
類
︶
に
分
類
す
る
方
が
妥

當
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ

る
こ
と
と
し
た
い
︒

そ
れ
以
外
の
六
條
は
︑
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
參
語
・
參
問
・
參
送
な
ど
の
語

に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
當
時
の
裁
判
實
務
の
場
面
に
お
け
る
﹁
參
語
﹂

の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
が
︑
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
議
論
が
直
接
の
出
發
點
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
︑

天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
に
發
せ
ら
れ
た
成
化
帝
の
卽
位
詔
の
一
節(

)

な
の
で
あ
る

12

が
︑﹃
事
類
纂
﹄
卷
四
六
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
第
一
條
の
直
前
に
記
さ
れ
る
﹁
問

刑
革
去
條
例
不
許
妄
引
參
語
﹂
と
い
う
一
文
で
開
始
さ
れ
る
件
り
︵
畫
像
コ
マ
番

號

0
0
4
6
-0
0
0
3
1
を
參
照
︶
に
は
︑
後
半
に
ま
さ
し
く
そ
の
成
化
帝
の
卽
位
詔
の
一

節
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
お
り
︑﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
の
第
一
條
以
下
に
續
く

議
論
の
出
發
點
と
位
置
付
け
る
べ
き
箇
所
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ

が
﹃
事
類
纂
﹄
卷
四
六
卷
頭
の
目
錄
に
は
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
︑

﹁
皇
明
條
法
事
類
纂
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
﹂
も
楊
本
も
︑
同
﹁
獄
囚
誣
指
平
人
﹂

第
一
條
﹁
禁
革
官
員
人
等
生
事
擾
害
妄
指
平
人
爲
盜
例
﹂
の
末
尾
に
接
續
す
る
一

文
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
內
容
か
ら
判
斷
し
て
︑
こ
れ
は
本
來

﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
の
最
初
の
條
文
と
し
て
置
か
れ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た

が
︑
目
錄
か
ら
漏
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
結
果
と
し
て
現
狀
で
は
宙
に
浮
い
た
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

よ
っ
て
本
譯
註
稿
は
︑
ま
ず
こ
の
問
題
の
一
文
を
最
初
の
條
文
と
し
て
扱
い
︑

次
い
で
﹁
申
明
通
行
問
刑
衙
門
不
許
深
文
妄
加
參
語
故
入
人
罪
例
﹂
に
つ
い
て
檢

討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

本
稿
は
︑
東
京
大
學
總
合
圖
書
館
所
藏
明
鈔
本
﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十

六
︑
刑
部
類
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂
條
の
翻
刻
に
︑
譯
註
と
解
說
を
附
し
た
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
史
料
の
解
題
お
よ
び
本
譯
註
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
前
稿
を
參
照

さ
れ
た
い(

)

︒
13

原
文
翻
刻
の
底
本
に
は
︑﹁
皇
明
條
法
事
類
纂
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
︵
h
ttp
s:

/
/
iiif.d
l.itc.u
-to
k
y
o
.a
c.jp
/
re
p
o
/
s/
k
o
u
m
in
/
p
a
g
e
/
h
o
m
e︶
﹂
に
て
公
開
さ
れ
て
い

る
デ
ジ
タ
ル
寫
眞
を
用
い
た
︒
こ
れ
は
二
〇
一
八
年
八
月
よ
り
東
京
大
學
總
合
圖

書
館
か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
︑
原
本
を
除
け
ば
現
在
確
認
で
き
る
な
か
で

最
も
髙
精
細
な
も
の
で
あ
る(

)

︒
14

翻
刻
に
際
し
て
は
︑
可
能
な
限
り
原
本
に
忠
實
な
翻
刻
を
心
が
け
た
が
︑
俗

字
・
假
借
字
に
つ
い
て
は
﹁
切
︵
竊
︶
﹂
の
形
式
で
正
字
に
改
め
た
︒
ま
た
︑
本

會
が
講
讀
す
る
な
か
で
發
覺
し
た
誤
字
に
つ
い
て
は
︑﹁
人
﹇
又
﹈﹂
の
よ
う
に
表

し
︑
脱
字
は
﹁︹
⁝
︺﹂
と
し
︑
そ
の
理
由
を
註
記
し
た
︒
な
お
︑
楊
一
凡
主
編

﹃
中
國
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
﹄
乙
編
第
四
册
︵
北
京
・
科
學
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︶

所
收
の
標
點
本
テ
キ
ス
ト
︵
以
降
﹁
楊
本
﹂
と
略
稱
︶
は
︑
古
典
硏
究
會
に
よ
る
影

印
本
︵
汲
古
書
院
︑
一
九
六
六
年
︶
を
底
本
と
し
︑
誤
植
や
理
由
不
明
の
修
訂
が
多

い
こ
と
か
ら
句
讀
の
參
考
に
す
る
に
と
ど
め
た
︒

四
四
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譯
註
①

天
順
八
年
正
月
二
十
二
日

節
該
欽
奉
詔
書
內

一
款

<

こ
の
條
例
の
校
勘
に
は
︑
以
下
が
利
用
で
き
る
︒

臺
灣
中
央
硏
究
院
傅
斯
年
圖
書
館
所
藏
﹃
大
明
九
卿
事
例
案
例
﹄
︵
以
下
﹃
九

卿
﹄
と
略
稱
︶
第
二
十
二
册

﹃
皇
明
詔
令
﹄
嘉
靖
十
八
年
刊
本
景
印
︵
一
九
六
七
年
︑
臺
北
成
文
出
版
社
︶

﹃
憲
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
天
順
八
年
正
月
乙
亥
條

原

文

問
刑
革
去
條
例
︑
不
許
妄
引
參
語
︒
奉
旨
惟
﹇
推
﹈
︻
校
勘
記
一
︼

問
︑
不
許
徑
自

參
奏
︑
文
職
犯
贓
爲
枉
法
滿
貫
充
軍
︑︹
軍
︺
︻
校
勘
記
二
︼

職
侵
︹
欺
︺
︻
校
勘
記
三
︼

枉
法

滿
貫
革
去
管
事
︒

天
順
八
年
正
月
二
十
二
日

節
該
欽
奉
詔
書
內
一
款
︑
凡
問
囚
犯
︑
今
後
一
依

大
明
律
科
斷(

)

︑
照
例
運
磚
・
做
︹
工
︺
︻
校
勘
記
四
︼
・
納
米
等
︹
項
︺
︻
校
勘
記
五
︼
(

)

發
落
︒

15

16

所
有
條
例
幷
宜
革
去
︑
及
不
許
深
文(

)

妄
引
參
語
︒︹
其
有
︺
︻
校
勘
記
六
︼

奉
旨
推
問
者

17

亦
﹇
必
﹈
︻
校
勘
記
七
︼

須
經
由
大
理
寺
審
錄
︑
母
﹇
毋
﹈
︻
校
勘
記
八
︼

徑
自
參
奏
︒
致
有

枉
人
︑
文
職
原
籍
爲
民
︑
枉
法
滿
貫
照
例
﹇
舊
﹈
︻
校
勘
記
九
︼

充
軍
︑
軍
職
侵
欺
︑

枉
法
滿
貫
不
許
管
軍
・
管
事
︑
帶
俸
差
操(

)

︒
18

︻
校
勘
記
一
︼

『詔
令
﹄﹃
實
錄
﹄
は
﹁
推
﹂
に
作
る
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
二
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
軍
﹂
を
缺
く
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
っ
て
補
う
︒

︻
校
勘
記
二
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
欺
﹂
を
缺
く
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
っ
て
補
う
︒

︻
校
勘
記
四
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
工
﹂
を
缺
く
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
っ
て
補
う
︒

︻
校
勘
記
五
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
項
﹂
を
缺
く
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
っ
て
補
う
︒

︻
校
勘
記
六
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
其
有
﹂
を
缺
く
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
七
︼

『詔
令
﹄﹃
實
錄
﹄
は
﹁
必
﹂
に
作
る
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
八
︼

『詔
令
﹄﹃
實
錄
﹄﹃
九
卿
﹄
は
﹁
毋
﹂
に
作
る
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
九
︼

『詔
令
﹄﹃
實
錄
﹄
は
﹁
舊
﹂
に
作
る
︒﹃
詔
令
﹄
に
據
る
︒

訓

讀

刑
を
問
ふ
に
條
例
を
革
去
し
︑
妄
り
に
參
語
を
引
く
を
許
さ
ず
︒
旨
を
奉
じ
て

推
問
す
る
に
︑
徑
自
に
參
奏
す
る
を
許
さ
ず
︑
文
職
贓
を
犯
さ
ば
枉
法
滿
貫
充
軍

と
爲
し
︑
軍
職
の
侵
欺
せ
ば
枉
法
滿
貫
革
去
管
事
と
す
︒

天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
の
節
該
の
欽
奉
せ
る
詔
書
の
內
の
一
款
に
︑
凡お

よ

そ
囚

犯
を
問
ふ
に
︑
今
後
一
に
﹃
大
明
律
﹄
に
依
り
て
科
斷
し
︑
例
に
照
ら
し
て
運

磚
・
做
工
・
納
米
等
の
項
も
て
發
落
せ
よ
︒
所
有

あ
ら
ゆ

る
條
例
は
幷な

べ
て
宜
し
く
革
去

し
︑
及
び
深
文
し
て
妄
り
に
參
語
を
引
く
を
許
さ
ず
︒
其
れ
旨
を
奉
じ
て
推
問
せ

る
者
有
ら
ば
︑
必
ず
や
須
く
大
理
寺
の
審
錄
を
經
由
し
︑
徑
自
に
參
奏
を
す
る
こ

と
毋
か
れ
︒
枉
人
を
有
る
を
致
さ
ば
︑
文
職
は
原
籍
爲
民
と
し
︑
枉
法
滿
貫
は
例

に
照
ら
し
て
充
軍
せ
し
め
︑
軍
職
の
侵
欺
せ
る
は
︑
枉
法
滿
貫
は
管
軍
・
管
事
を

許
さ
ず
︑
帶
俸
差
操
と
す
︒

譯
註
②

申
明
通
行
問
刑
衙
門
不
許
深
文
妄
加
參
語
故
入

人
罪
例

天
一
閣
藏
﹃
條
例
全
文
﹄
︵﹃
天
一
閣
藏
明
代
政
書
珍
本
叢
刊
﹄
所
收
︑
以
下
﹃
全

文
﹄
と
略
稱
︶

﹃
九
卿
﹄
第
二
十
二
册

條
例
タ
イ
ト
ル
・
上
奏
年
月
日
・
題
奏
者
・
題
本
タ
イ
ト
ル

原

文

申
明
通
行
問
刑
衙
門
不
許
深
文
妄
加
參
語
故
入
人
罪
例

成
化
八
年
正
月
初
七
日
刑
部
尚
書
陸(

)

等
題
︻
校
勘
記
一
︼
︑
爲
成
﹇
陳
﹈
︻
校
勘
記
二
︼

19

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

四
五
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言
脩
省
事(

)

︒
20

︻
校
勘
記
一
︼

『九
卿
﹄
に
は
﹁
謹
題
﹂
に
作
る
︒
原
文
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
二
︼

『全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
は
﹁
陳
﹂
に
作
る
︒﹃
全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

訓

讀

申
明
し
て
問
刑
衙
門
に
通
行
し
深
文
し
て
妄
り
に
參
語
を
加
へ
故
ら
に
人
を
罪

に
入
る
る
を
許
さ
ざ
る
の
例

成
化
八
年
正
月
初
七
日
刑
部
尚
書
陸

等
謹
ん
で
題
す
ら
く
は
︑
脩
省
を
陳
言

せ
ん
が
事
の
爲
に
す
︒

河
南
清
吏
司
案
呈
︵
刑
科
︶
出
︵
白
昂
の
題
本
の
一
部
︶
と
成
化
帝
の
卽
位
詔

原

文

河
南
清
吏
司(

)

案
呈(

)

︑
奉
本
部
送
刑
科
抄
出(

)

到
﹇
刑
﹈
科
等
科
︻
校
勘
記
三
︼

都
給
事

21

22

23

中(

)

白
昂(

)

等
題
︻
校
勘
記
四
︼

前
事
內
一
件
︑﹁
內
外
法
司
問
擬
囚
犯
︑
已
有
定
制
永
爲
遵

24

25

守
︒
合
無
今
外
﹇
後
﹈
︻
校
勘
記
五
︼

不
許
法
外
妄
加
參
語
︑
故
入
人
罪
︒
庶
使
政
令

均
一
︑
人
無
嗟
怨
﹂︒
開
坐
具
題
︒
奉
聖
旨
﹁
該
衙
門
知
道
﹂︒
欽
此
︒
欽
遵
抄
出

送
司
︒

伏
覩
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
節
︹
該
︺
︻
校
勘
記
六
︼

奉
詔
書
內
一
款
︑﹁
凡
問
囚

犯
︑
今
後
一
依
﹃
大
明
律
﹄
科
斷
︑
照
例
運
磚
・
做
工
・
納
米
等
項
發
落
︒
所
有

條
例
幷
宜
革
去
︒
不
許
深
文
妄
引
參
語
︑
濫
及
無
辜
﹂︒
欽
此
︒
欽
遵
外
︑
合

﹇
今
﹈
︻
校
勘
記
七
︼

都
給
事
中
白
昂
等
︑
蓋
恐
奉
行
未
至
︑
又
奉
﹇
奏
﹈
︻
校
勘
記
八
︼

前

因
︒
案
呈
到
部
︒

︻
校
勘
記
三
︼

『全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
は
﹁
刑
﹂
に
作
る
︒﹃
全
文
﹄
﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
四
︼

『事
類
纂
﹄
に
は
︹
爲
︺
が
あ
る
︒﹃
全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
五
︼

『全
文
﹄
﹃
九
卿
﹄
は
﹁
外
﹂
に
作
る
︒﹃
全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
六
︼

『事
類
纂
﹄
は
﹁
該
﹂
を
缺
く
︒﹃
全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
七
︼

『全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
は
﹁
今
﹂
に
作
る
︒
﹃
全
文
﹄
﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
八
︼

『全
文
﹄﹃
九
卿
﹄
は
﹁
奏
﹂
に
作
る
︒﹃
全
文
﹄
﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

訓

讀

河
南
清
吏
司
案
呈
す
ら
く
︑
本
部
よ
り
送
り
た
る
刑
科
の
抄
出
を
奉
じ
た
る
刑

科
等
科
都
給
事
中
白
昂
等
の
題
し
た
る
前
事
の
內
の
一
件
に
︑
﹁
內
外
法
司
の
囚

犯
を
問
擬
す
る
に
︑
已
に
定
制
の

永
と
こ
し

え
に
遵
守
せ
ら
れ
爲た

る
有
り
︒
合
に
す
べ

き
や
無い

な

や
︑
今
後
︑
法
外
に
妄
り
に
參
語
を
加
へ
︑
故
ら
に
人
を
罪
に
入
る
る
を

許
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
︒
政
令
を
し
て
均
一
な
ら
し
め
︑
人
に
嗟
怨
無
か
ら
し
む
る

に
庶
か
ら
ん
﹂
と
︒
開
坐
し
て
具
題
す
︒
聖
旨
を
奉
じ
た
る
に
﹁
該
衙
門
知
道
せ

よ
﹂
と
︒
此
を
欽
し
め
と
あ
り
︒
欽
遵
し
て
抄
出
し
司
に
送
る
︒

伏
し
て
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
の
節
該
の
奉
じ
た
る
詔
書
の
內
の
一
款
を
覩

る
に
︑﹁
凡
そ
囚
犯
を
問
ふ
に
︑
今
後
一
に
﹃
大
明
律
﹄
に
依
り
て
科
斷
し
︑
例

に
照
ら
し
て
運
磚
・
做
工
・
納
米
等
の
項
も
て
發
落
せ
よ
︒
所
有
る
條
例
は
幷
べ

て
宜
し
く
革
去
す
べ
し
︒
深
文
し
妄
り
に
參
語
を
引
き
て
︑
濫
り
に
無
辜
に
及
ぶ

を
許
さ
ず
﹂
と
︒
此
を
欽
し
め
と
あ
り
︒
欽
遵
し
た
る
の
外
︑
今
都
給
事
中
白
昂

等
︑
蓋
し
奉
じ
て
行
へ
ど
も
未
だ
至
ら
ざ
る
を
恐
る
れ
ば
︑
又
た
前
因
を
奏
し
た

る
な
ら
ん
︒
案
呈
し
部
に
到
る
︒

四
六
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刑
部
の
答
申

原

文

合
再
申
明
通
行
在
京
法
司
︑
幷
錦
衣
衞
・
在
外
巡
按
監
察
御
史
︑
幷
大
小
問
刑

衙
門
︑
今
後
問
擬
囚
犯
︑
悉
遵
欽
奉
詔
書
內
事
理
﹇
例
﹈
︻
校
勘
記
九
︼
︑
依
律
照
例
︑

議
擬
發
落
﹇
依
律
議
擬
︑
照
例
發
落
﹈
︻
校
勘
記
一
〇
︼
︒
不
許
深
文
妄
引
參
語
故
入
人

罪
︒
果
有
情
︻
校
勘
記
一
一
︼

重
難
擅
發
落
者
︑
明
白
奏
請
定
奪
︒
緣
係
陳
言
事
例
︑
及

奉
欽
依
﹁
該
衙
門
知
道
﹂
事
理
︑
未
敢
擅
便
︒
具
題
︒

次
日
奉
聖
旨
︑﹁
是
﹂︒
欽
此
︒

︻
校
勘
記
九
︼

『九
卿
﹄
は
﹁
例
﹂
に
作
る
︒﹃
九
卿
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
一
〇
︼

『全
文
﹄
は
﹁
依
律
議
擬
照
例
發
落
﹂
に
作
る
︒﹃
全
文
﹄
に
據
る
︒

︻
校
勘
記
一
一
︼

『九
卿
﹄
は
﹁
罪
﹂
に
作
る
︒﹃
事
類
纂
﹄﹃
全
文
﹄
に
據
る
︒

訓

讀

合
に
再
び
申
明
し
て
在
京
の
法
司
幷
び
に
錦
衣
衞
・
在
外
の
巡
按
監
察
御
史
︑

幷
び
に
大
小
の
問
刑
衙
門
に
通
行
し
︑
今
後
囚
犯
を
問
擬
す
る
に
︑
悉
く
欽
ん
で

奉
じ
た
る
詔
書
の
內
の
事
例
に
遵
ひ
︑
律
に
依
り
て
議
擬
し
︑
例
に
照
ら
し
て
發

落
す
べ
し
︒
深
文
し
妄
り
に
參
語
を
引
き
故
ら
に
人
を
罪
に
入
る
る
を
許
さ
ず
︒

果
た
し
て
情
重
く
し
て
擅み

だ

り
に
發
落
し
難
き
者
有
ら
ば
︑
明
白
な
れ
ば
奏
請
し
定

奪
す
べ
し
︒
緣
り
て
陳
言
の
事
例
︑
及
び
奉
じ
た
る
欽
依
の
﹁
該
衙
門
知
道
せ

よ
﹂
の
事
理
に
係
れ
ば
︑
未
だ
敢
へ
て
擅
便
に
せ
ず
︒
具
題
す
︒

次
日
聖
旨
を
奉
じ
た
る
に
︑﹁
是
な
り
﹂
と
︒
此
を
欽
し
め
と
あ
り
︒

解
說

明
朝
の
司
法
制
度
は
︑
明
初
に
そ
の
大
枠
は
完
成
し
て
い
る
︒
﹃
大
明
律
﹄
や

司
法
を
擔
當
す
る
衙
門
︑
司
法
行
政
に
お
け
る
諸
手
續
き
な
ど
は
︑
洪
武
年
間
に

す
で
に
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
整
備
さ
れ
た
法
典
︑
機
構
︑
制
度
は
裁

判
に
統
一
的
な
規
準
︑
言
い
換
え
れ
ば
明
人
に
合
意
さ
れ
た
﹁
公
正
さ
﹂
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
明
代
の
ほ
と
ん
ど
の
時
期
で

は
︑
裁
判
機
構
の
統
制
が
取
れ
て
お
ら
ず
︑
法
の
運
用
に
も
明
確
な
規
準
が
存
在

し
な
か
っ
た
ら
し
い
︒

そ
れ
で
は
︑
明
朝
は
そ
う
し
た
狀
況
に
對
し
て
全
く
手
を
打
た
な
か
っ
た
か
と

い
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
例
え
ば
成
化
・
弘
治
期
に
は
五
年
一
次
の
會
審
な
ど

監
察
官
の
巡
回
に
よ
る
審
査
や
︑
上
位
衙
門
へ
の
報
吿
︑
そ
の
報
吿
に
つ
い
て
の

審
査
と
い
う
形
で
裁
判
機
構
の
統
制
が
は
か
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
動
き

の
中
で
律
の
解
釋
な
ど
に
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
統
一
的
な
法

運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
︒
そ
れ
が
實
現
し
た
の
は
さ
ら
に
後
の
萬

曆
年
間
ご
ろ
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒(

)
26

も
ち
ろ
ん
﹃
明
律
﹄
と
い
う
依
る
べ
き
法
典
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
律
に
對

す
る
知
識
は
一
部
の
問
刑
官
に
限
ら
れ
て
い
た
し
︑
明
代
に
は
﹃
唐
律
疏
義
﹄
の

よ
う
な
國
家
に
よ
る
公
式
の
解
釋
を
示
し
た
注
釋
書
も
存
在
し
な
か
っ
た
︒(

)
27

罪
を
引
き
當
て
る
際
に
參
考
と
す
べ
き
も
の
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
規
準

は
常
識
や
自
身
の
經
驗
知
に
頼
る
し
か
な
い
︒
こ
う
し
た
狀
況
の
中
で
︑
重
大
案

件
を
審
理
し
斷
案
を
作
成
す
れ
ば
︑
必
然
的
に
擔
當
官
が
主
觀
か
ら
導
き
出
し
た

恣
意
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
︑
そ
れ

は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
も
の
に
な
り
得
た
︒

こ
う
し
た
狀
況
の
中
で
事
件
關
係
者
に
尋
問
を
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
參
語

で
あ
る
な
ら
︑
上
級
審
で
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
︑
そ
れ
を
根
據
に
し
た
審
理
を
行

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

四
七
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な
っ
て
し
ま
っ
て
は
︑
絶
對
的
規
準
た
る
﹃
明
律
﹄
の
真
意
を
枉
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
︒
參
語
の
使
用
は
こ
う
し
た
﹁
公
正
さ
﹂
を
歪
め
る
危
險
性
を
孕

む
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
に
對
し
て
弘
治
年
間
ま
で
明
朝
は
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
︑
そ
の
卽
位

詔
で
條
例
を
革
去
し
﹁
一
依
﹃
大
明
律
﹄
科
斷
﹂
と
宣
言
し
て
い
る
︒
第
一
條
と

し
て
取
り
上
げ
た
條
例
は
成
化
帝
卽
位
の
際
に
發
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
や

は
り
こ
こ
で
も
必
ず
律
に
よ
っ
て
斷
罪
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
﹁
公
正
さ
﹂
を
維
持

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
律
の
解
釋
に
つ
い
て
議
論
が
深
ま
る
の
は

嘉
靖
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
︑
明
確
な
規
準
を
定
め
て
﹁
公
正
な
﹂
裁
判
を

實
現
す
る
と
い
う
點
で
は
こ
の
宣
言
は
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う(

)

︒
28

次
代
の
弘
治
帝
の
卽
位
詔
で
は
︑
條
例
の
革
去
は
行
わ
れ
ず
︑
そ
の
た
め
に

﹁
一
依
大
明
律
科
斷
﹂
と
い
う
條
款
も
存
在
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
明
代

の
司
法
行
政
に
お
け
る
一
つ
の
方
針
轉
換
の
よ
う
に
思
え
る
︒

方
針
轉
換
と
い
う
と
︑
明
朝
は
律
に
よ
る
劃
一
的
な
法
運
用
を
諦
め
て
︑﹁
例
﹂

に
よ
る
柔
軟
な
法
運
用
を
目
指
し
始
め
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
︑
實
際
に
は
そ
う

簡
單
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
時
期
の
裁
判
機
構
の
變

動
は
︑
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
諦
め
て
方
針
轉
換
を
圖
っ
た
も
の
な
の
か
︒
あ
る
い

は
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
基
に
し
て
發
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の
時
期
の
明
人
が
司
法
の
現
場
で
目
指
し
た
﹁
公

正
さ
﹂
が
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た

﹁
公
正
さ
﹂
が
何
で
あ
る
の
か
を
示
し
て
く
れ
る
の
が
本
稿
の
取
り
上
げ
る
﹃
事

類
纂
﹄
卷
四
十
六
﹁
官
司
等
出
入
人
罪
﹂
に
載
錄
さ
れ
た
條
例
た
ち
で
あ
る
︒
一

部
の
例
外
を
除
い
て
︑
い
ず
れ
も
裁
判
に
お
け
る
﹁
公
正
さ
﹂
を
實
現
す
る
た
め

の
規
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
卽
位
詔
に
限
ら
な
い
明
人
の

﹁
公
正
さ
﹂
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
が
取
り
上
げ
た
第
二
條
も
そ
う
し
た
裁
判
の
﹁
公
正
さ
﹂
を
確
保
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
條
例
は
︑
刑
部
尚
書
の
陸
瑜
が
成
化
八
年
正
月
初
七
日

に
上
奏
し
た
︵
Ａ
︶
題
本
と
そ
れ
に
對
す
る
返
答
の
聖
旨
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

︵
Ａ
︶
の
題
本
の
中
に
は
河
南
清
吏
司
の
案
呈
が
︑
そ
の
案
呈
の
中
に
は
刑
科
抄

出
が
入
れ
子
狀
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
內
容
で
分
け
れ
ば
刑
科
抄
出
の
中
に

︵
Ｂ
︶
白
昂
の
上
奏
文
の
一
部
と
そ
れ
に
對
す
る
返
答
の
聖
旨
が
引
用
さ
れ
︑
そ

れ
に
︵
Ｃ
︶
成
化
帝
の
卽
位
詔
な
ど
が
加
え
ら
れ
た
も
の
が
河
南
清
吏
司
の
案
呈

四
八
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圖１

Ａ
陸
瑜
の
上
奏
文

Ａ
に
対
す
る
聖
旨

成
化
八
年
正
月
初
七
日
刑
部
尚
書
陸 

　
等
謹
題
爲
陳
言
脩
省
事
。

河
南
清
吏
司
案
呈

奉
本
部
送
刑
科
抄
出

刑
等
科
都
給
事
中
白
昂
等
題
前
事
內
一
件
、

Ｂ
白
昂
の
上
奏
文

內
外
法
司
問
擬
囚
犯
、
已
有
定
制
永
爲
遵
守
。
合
無
今
後
不
許
法
外

妄
加
參
語
、
故
入
人
罪
。
庶
使
政
令
均
一
、
人
無
嗟
怨
。

開
坐
具
題
。
奉
聖
旨
、

Ｂ
に
対
す
る
聖
旨

該
衙
門
知
道
。

欽
此
。
欽
遵
。

抄
出
送
司
。

Ｃ
天
順
八
年
の
聖
旨
（
成
化
帝
の
卽
位
詔
）

伏
覩
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
節
該
奉
詔
書
內
一
款…

…

不
許
深
文 

妄
引
參
語
濫
及
無
辜
。

欽
遵
外
、
今
都
給
事
中
白
昂
等
、
蓋
恐
奉
行
未
至
、
又
奏
前
因
、

案
呈
到
部
。…

…

緣
係
陳
言
事
例
、及
奉
欽
依
該
衙
門
知
道
事
理
未
敢
擅
便
。

具
題
。
次
日
奉
聖
旨
、

是
。

欽
此
。

陸喩題本
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で
あ
る
︒
そ
し
て
陸
瑜
自
身
の
提
案
を
述
べ
︑
そ
れ
に
對
す
る
返
答
の
聖
旨
が
加

え
ら
れ
る
︻
圖
１
︼︒

こ
れ
を
文
書
傳
送
の
順
に
整
理
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︻
圖
２
︼︒
最
初

白
昂
が
①
上
奏
し
た
も
の
に
︑
皇
帝
が
②
返
答
と
し
て
の
聖
旨
を
つ
け
︑
そ
の
後

刑
科
が
③
﹁
抄
出
︵
＝
コ
ピ
ー
を
作
成
し
︑
關
係
衙
門
に
發
信
︶
﹂
し
た
︒
こ
こ
ま
で

が
︵
Ｂ
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
を
刑
部
の
河
南
清
吏
司
が
④
﹁
案
呈
︵
＝
上
官
に
提

出
︶
﹂
し
︑
そ
れ
に
對
し
て
陸
瑜
が
意
見
を
付
け
加
え
て
⑤
上
奏
す
る
︒
こ
の
上

奏
が
︵
Ａ
︶
で
あ
る
︒

ま
ず
は
︵
Ｂ
︶
白
昂
の
上
奏
文
か
ら
見
て
い
こ
う
︒
こ
の
部
分
は
現
場
に
お
い

て
問
題
を
發
見
︑
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
︒

內
外
の
法
司
が
監
獄
に
捕
ら
え
ら
れ
た
囚
人
を
審
査
し
罪
を
決
定
す
る
際

に
は
定
制
が
あ
り
︑
長
ら
く
遵
守
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
今
後
は
不
當
に
參
語

を
加
え
て
︑
故
意
に
人
に
罪
を
加
え
る
の
を
許
さ
な
い
よ
う
に
し
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
︒
そ
う
す
れ
ば
政
令
の
適
用
は
一
律
と
な
り
︑
人
の
怨
嗟
も

無
く
な
る
結
果
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒

こ
の
部
分
が
︑︵
Ｂ
︶
白
昂
の
題
本
の
一
部
で
あ
る
︒﹁
開
坐
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
本
來
は
箇
條
書
き
の
提
案
が
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ

こ
で
は
關
係
す
る
部
分
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
今
後
は
不
當
に
參
語
を
加
え
て
︑
故
意
に

人
に
罪
を
加
え
る
の
を
許
さ
な
い
よ
う
に
﹂
す
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
︒
先
に
解

說
し
た
通
り
參
語
と
は
審
理
を
擔
當
し
た
官
の
判
決
結
果
で
あ
る
︒
こ
の
參
語

は
︑
よ
り
上
位
の
衙
門
で
罪
を
決
定
す
る
際
に
は
︑
原
則
と
し
て
參
考
意
見
に
と

ど
め
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
︑
そ
れ
を

根
據
に
し
た
審
理
を
行
っ
て
し
ま
う
事
例
が
多
發
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
參

語
が
下
級
審
の
擔
當
官
の
主
觀
に
基
づ
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
︑
そ

れ
は
﹁
公
正
さ
﹂
を
保
證
す
る
よ
う
な
規
準
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
︒
そ
も
そ

も
絶
對
的
な
規
準
と
し
て
﹃
大
明
律
﹄
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
主
觀
が
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
罪
を
不
當
に
重
く
し

て
し
ま
う
の
で
は
怨
嗟
が
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
禁
止
さ

れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
︒

つ
ま
り
こ
こ
で
加
え
て
は
い
け
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
下
級
審
の
擔

當
者
の
主
觀
的
な
判
斷
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
か
か
る
不
當
な
參
語
の
使
用
を
禁
止

す
る
こ
と
で
︑
一
律
な
法
運
用
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
こ
う
し
た
參
語
の

不
適
切
な
使
用
を
禁
止
し
︑
一
律
に
﹃
大
明
律
﹄
に
從
う
べ
き
と
す
る
法
令
は
そ

れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
︵
Ｃ
︶
天
順
八
年
正
月
二
十
日
に
發
せ
ら
れ
た
卽

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

四
九
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位
詔
の
一
部
で
あ
り
︑
第
一
條
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
條
例
と
同
じ
も
の
で
も

あ
る
︒
續
く
部
分
で
は
こ
れ
を
引
用
し
て
再
確
認
を
行
な
っ
て
い
る
︒

伏
し
て
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
に
發
せ
ら
れ
た
詔
書
內
の
該
當
す
る
一

款
を
見
て
み
ま
す
と
︑﹁
監
獄
に
捕
ら
え
ら
れ
た
囚
人
を
審
査
し
罪
を
決
定

す
る
際
に
は
︑
今
後
一
律
に
﹃
大
明
律
﹄
に
從
っ
て
﹁
科
斷
﹂
し
︑
例
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
運
磚
・
做
工
・
納
米
の
刑
罰
に
あ
て
て
﹁
發
落
﹂
せ
よ
︒
あ

ら
ゆ
る
條
例
は
す
べ
て
必
ず
﹁
革
去
﹂
せ
よ
︒
法
文
を
援
用
し
て
み
だ
り
に

參
語
を
加
え
て
節
度
な
く
無
罪
の
人
物
に
罪
が
及
ぶ
こ
と
は
許
さ
な
い
﹂
と

あ
り
ま
す
︒

こ
こ
で
は
︑
囚
人
の
罪
を
決
定
す
る
際
に
行
う
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

も
と
も
と
罪
を
決
定
す
る
際
に
は
︑﹃
明
律
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
條
文
に
よ
っ

て
罪
が
決
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
明
律
﹄
に
あ
る
條
文
だ
け
で
現
實
の
犯
罪
行

爲
に
對
應
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
條
例
﹂
を
用
い
た
變
則
的
な
判

決
を
下
す
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
︑
卽
位
詔
に
よ
っ
て
前
代
の
﹁
條
例
﹂
は
︑﹁
革

去
︵
＝
取
り
消
し
︶
﹂
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
︒

こ
の
憲
宗
の
卽
位
詔
も
︑
前
代
の
﹁
條
例
﹂
を
﹁
革
去
﹂
し
︑﹁
條
例
﹂
を
節

度
な
く
援
用
を
す
る
こ
と
で
︑
い
た
ず
ら
に
罪
が
及
ぶ
こ
と
を
許
さ
な
い
と
し
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
必
ず
﹃
明
律
﹄
に
從
っ
て
﹁
科
斷
﹂
し
︑
例
に
よ
っ
て
運
磚
・

做
工
・
納
米
で
﹁
發
落
﹂
す
る
べ
き
と
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
い
う
﹁
科
斷
﹂
と
は
﹁
刑
を
引
き
當
て
る
こ
と
﹂
で
あ
る(

)

︒﹃
明
律
﹄

29

に
定
め
ら
れ
た
罪
を
定
め
る
こ
と
は
︑
そ
れ
に
對
應
す
る
刑
罰
を
定
め
る
こ
と
に

な
る
︒
た
だ
し
﹃
明
律
﹄
は
五
刑
に
よ
っ
て
刑
罰
を
定
め
て
い
る
が
︑
五
刑
は
あ

く
ま
で
刑
名
の
理
念
體
系
で
あ
り
執
行
さ
れ
る
刑
罰
で
は
な
い(

)

︒
實
際
に
五
刑
が

30

執
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
ほ
と
ん
ど
が
﹁
贖
罪
﹂
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

た
︒﹁
贖
罪
﹂
と
は
︑
滋
賀
秀
三
に
よ
れ
ば
﹁
刑
罰
の
執
行
と
い
う
社
會
に
と
っ

て
痛
み
で
し
か
な
い
國
權
の
發
動
に
代
え
て
︑
犯
人
の
資
力
と
勞
働
力
を
國
家
の

需
要
に
向
け
て
生
産
的
に
動
員
し
よ
う
と
す
る
手
法
﹂(

)

で
あ
り
︑
こ
れ
は
洪
武
年

31

間
か
ら
實
施
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
﹁
贖
罪
﹂
と
い
う
方
法
で
五
刑

に
相
當
す
る
刑
罰
を
執
行
す
る
こ
と
を
﹁
發
落
﹂
と
い
う
︒
要
す
る
に
﹁﹃
明
律
﹄

に
従
っ
て
﹁
科
斷
﹂
し
︑
例
に
よ
っ
て
運
磚
・
做
工
・
納
米
な
ど
で
﹁
發
落
﹂
せ

よ
︒
︵
一
依
﹃
大
明
律
﹄
科
斷
︑
照
例
運
磚
・
做
工
・
納
米
等
項
發
落
︒︶
﹂
と
い
う
の

は
︑﹃
明
律
﹄
に
よ
っ
て
罪
と
刑
罰
の
重
さ
を
決
定
し
︑
例
に
照
ら
し
た
う
え
で

決
定
さ
れ
た
刑
罰
の
重
さ
に
相
當
す
る
運
磚
・
做
工
・
納
米
な
ど
の
刑
罰
を
執
行

し
て
處
理
せ
よ
︑
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
一
律
に
﹃
明
律
﹄
に
依
る
と
は
言
っ
て
も
律

の
解
釋
な
ど
に
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
統
一
的
な
法
運
用
が
な

さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い(

)

︒
や
は
り
﹁
科
斷
﹂
を
す
る
際
に
擔
當
官
の
恣
意
が

32

入
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
法
文
を
援
用
し
妄
り
に

參
語
を
加
え
て
節
度
な
く
無
罪
の
人
物
に
罪
が
及
ぶ
の
を
許
さ
な
い
﹂
と
參
語
の

不
適
切
な
利
用
を
禁
止
し
て
い
る
︒

こ
の
卽
位
詔
は
白
昂
の
上
奏
か
ら
八
年
遡
る
天
順
八
年
に
發
布
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
︒︵
Ａ
︶
で
提
起
さ
れ
た
參
語
に
よ
っ
て
判
決
が
歪
め
ら
れ
る
問
題
は
天
順

八
年
の
時
點
で
す
で
に
存
在
し
て
お
り
︑
か
つ
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
︒
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
續
く
部
分
で
は
陸
瑜
が
自
身
の
意
見
を
述
べ
て
い

る
︒

今
都
給
事
中
の
白
昂
等
は
︑
勅
命
を
奉
じ
て
通
行
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
い
ま
だ
實
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
︑
先
ほ
ど
の
上
奏
を
再
び
上

奏
し
た
の
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
が
案
呈
さ
れ
て
刑
部
に
や
っ
て
來
ま
し
た
︒
再

五
〇
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び
重
ね
て
在
京
の
法
司
︑
な
ら
び
に
錦
衣
衞
・
在
外
の
巡
按
監
察
御
史
︑
な

ら
び
に
大
小
の
問
刑
衙
門
に
通
行
さ
せ
て
︑
監
獄
に
捕
ら
え
ら
れ
た
囚
人
を

審
査
し
罪
を
決
定
す
る
際
に
は
︑
必
ず
謹
ん
で
受
け
取
っ
た
詔
書
の
內
の
事

例
に
從
い
︑
律
に
從
っ
て
議
擬
し
︑
例
に
よ
っ
て
﹁
發
落
﹂
し
︑
法
文
を
援

用
し
み
だ
り
に
參
語
を
加
え
て
節
度
な
く
無
罪
の
人
物
に
罪
が
及
ぶ
の
を
許

さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
︒
果
た
し
て
こ
と
の
次
第
が
重
大
で
あ
り
獨
斷

で
刑
の
執
行
を
し
が
た
い
者
が
い
た
の
な
ら
︑
罪
が
明
白
で
あ
れ
ば
申
し
立

て
を
行
い
︑
可
否
を
決
定
し
ま
し
ょ
う
︒

こ
こ
で
陸
瑜
が
提
案
し
た
の
は
﹁
再
び
重
ね
て
在
京
の
法
司
︑
な
ら
び
に
錦
衣

衞
・
在
外
の
巡
按
監
察
御
史
︑
な
ら
び
に
大
小
問
刑
衙
門
に
通
行
﹂
す
る
こ
と
︑

つ
ま
り
周
知
徹
底
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
上
奏
に
對
す
る
返
答
と
し
て
︑

次
日
の
聖
旨
に
は
當
然
と
い
う
べ
き
か
﹁
そ
れ
で
よ
い
﹂
と
裁
可
が
く
だ
さ
れ

た
︒卽

位
詔
で
も
歷
代
確
認
さ
れ
て
き
た
﹁
一
依
﹃
大
明
律
﹄
科
斷
﹂
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
識
は
︑
少
な
く
と
も
少
數
の
問
刑
官
の
中
に
存
在
し
て
い
た
︒
つ
ま

り
裁
判
の
基
準
た
り
得
る
の
は
﹃
明
律
﹄
で
あ
り
︑
そ
れ
を
一
律
に
遵
守
す
れ
ば

人
々
の
間
に
﹁
冤
抑
﹂
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
理
念
が
あ
る
程
度
︑
合
意

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒

た
だ
し
今
回
扱
っ
た
條
例
を
は
じ
め
︑
以
降
﹃
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
︑
官
司
出

入
人
罪
で
示
さ
れ
る
﹁
公
正
さ
﹂
は
︑
あ
く
ま
で
﹁
お
上
の
公
正
さ
﹂
と
い
う
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
こ
で
許
さ
れ
な
い
參
語
や

深
文
と
い
う
の
は
︑
絶
對
的
規
準
た
る
﹃
明
律
﹄
の
眞
意
を
︑
意
識
的
で
あ
れ
無

意
識
的
で
あ
れ
︑
枉
げ
る
行
爲
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
理
念
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
︑

下
級
の
問
刑
衙
門
で
は
參
語
の
よ
う
な
擔
當
官
に
よ
る
恣
意
が
罷
り
通
る
狀
態
で

あ
っ
た
こ
と
も
事
實
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
個
人
の
主
觀
が
發
露
す
る
場
合
も
あ
れ

ば
︑
律
例
知
識
の
缼
如
に
よ
る
過
ち
の
場
合
も
あ
り
︑
ま
た
現
場
の
論
理
で
は
そ

れ
が
合
理
的
で
あ
っ
た
場
合
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
ズ
レ
を
ど
う
解
消
し

て
い
く
か
が
︑
こ
の
時
期
の
司
法
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

註(

)
明
律
硏
究
會
・
井
上
充
幸
・
猪
俣
貴
幸
・
豐
嶋
順
揮
﹁
﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄︵
卷
四

1

八
・
刑
部
類
・
斷
罪
引
律
令

譯
註
稿
︵
上
︶﹂
︵﹃
立
命
館
文
學
﹄
第
六
六
二
號
︑
二
〇

一
九
年
︶︑
明
律
硏
究
會
・
井
上
充
幸
・
猪
俣
貴
幸
﹁﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄︵
卷
四
八
・

刑
部
類
・
斷
罪
引
律
令

譯
註
稿
︵
中
︶﹂
︵
﹃
立
命
館
文
學
﹄
第
六
六
三
號
︑
二
〇
一
九

年
︶︑
明
律
硏
究
會
・
井
上
充
幸
・
猪
俣
貴
幸
﹁﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
︵
卷
四
八
・
刑
部

類
・
斷
罪
引
律
令

譯
註
稿
︵
下
︶﹂
︵
﹃
立
命
館
文
學
﹄
第
六
七
四
號
︑
二
〇
二
一
年
︶
︒

以
下
︑
文
中
で
は
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
譯
註
稿
︵
上
︶・
譯
註
稿
︵
中
︶・
譯
註
稿
︵
下
︶

と
略
記
す
る
︒

(

)
以
上
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
は
猪
俣
貴
幸
﹁
中
央
硏
究
院
傅
斯
年
圖
書
館
藏
明
鈔
本
﹃
條

2

例
全
文
﹄
殘
本
三
種
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
立
命
館
東
洋
史
學
﹄
第
四
三
號
︑
二
〇
二
〇
年
︶

を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(

)
前
揭
註
(

)譯
註
稿
︵
下
︶
七
四
頁
下
段
の
王
恕
の
上
奏
に
示
さ
れ
る
見
解
を
參
照
︒

3

1

(

)
前
揭
註
(

)
譯
註
稿
︵
下
︶
七
八
頁
下
段
の
張
教
の
題
本
や
︑
同
七
九
頁
上
段
の
林
聰

4

1

の
答
申
に
示
さ
れ
る
見
解
を
參
照
︒

(

)
前
揭
註
(

)
譯
註
稿
︵
中
︶
四
八
頁
下
段
の
高
銓
の
上
奏
や
︑
同
四
九
頁
下
段
の
董
方

5

1

の
答
申
に
示
さ
れ
る
見
解
を
參
照
︒

(

)﹃
大
明
律
﹄
卷
二
八
・
刑
律
・
斷
獄
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂

6

凡
官
司
故
出
入
人
罪
︑
全
出
全
入
者
︑
以
全
罪
論
︒

若
增
輕
作
重
︑
減
重
作
輕
︑
以
所
增
減
論
︒
至
死
者
︑
坐
以
死
罪
︒

若
斷
罪
失
於
入
者
︑
各
減
三
等
︒
失
於
出
者
︑
各
減
五
等
︒

並
以
吏
典
爲
首
︑
首
領
官
減
吏
典
一
等
︑
佐
貳
官
減
首
領
官
一
等
︑
長
官
減
佐
貳
官
一

等
科
罪
︒
若
囚
未
決
放
︑
及
放
而
還
獲
︑
若
囚
自
死
︑
各
聽
減
一
等
︒

(

)
詳
し
く
は
谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽
子
譯
解
﹃
大
清
律

刑
律

Ⅱ
﹄︵
東
洋
文
庫
八
九
三
︑
平

7

凡
社
︑
二
〇
一
九
年
︶︿
官
司
出
入
人
罪
︵
不
當
な
斷
罪
︶﹀︵
二
三
一
-
二
四
七
頁
︶
を

參
照
︒

(

)﹃
明
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
三
八
・
廢
帝
郕
戾
王
附
錄
第
五
六
・
景
泰
五
年
二
月
戊
子
︵
七

8

日
︶
條

大
理
寺
卿
薛
瑄
言
︑
﹁
今
法
司
發
擬
罪
囚
︑
多
加
參
語
奏
請
︑
變
亂
律
意
︑
刑
罰
失
中
︒

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

五
一
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請
敕
自
今
一
依
祖
宗
律
令
︑
不
許
妄
加
參
語
︒﹂
從
之
︒

(

)
前
揭
註
(

)
譯
註
稿
︵
下
︶
七
六
頁
下
段
の
董
方
お
よ
び
張
謙
の
上
奏
に
示
さ
れ
る
見

9

1

解
を
參
照
︒

(

)
王
槩
﹃
王
恭
毅
公
駁
稿
﹄︵
弘
治
五
︵
一
四
九
二
︶
年

高
銓
刻
本
︶
上
﹁
馬
船

附
妄
加

10

參
語
﹂

緣
田
聚
及
與
馬
廷
端
・
阮
剛
・
于
深
・
張
山
・
胡
海
俱
係
詐
稱
錦
衣
衞
官
校
︑
在
外
體

察
事
務
︑
欺
誑
官
府
︑
謝
欽
係
詐
爲
內
使
批
文
情
重
人
犯
︑
俱
難
照
常
例
發
落
︒
⁝

︵
中
略
︶
⁝
今
擬
前
罪
︑
無
慮
未
明
︑
兼
又
法
司
問
囚
︑
不
許
深
文
︑
妄
引
參
語
︑
亦
有

詔
書
事
理
禁
約
︒
今
田
聚
等
雖
係
情
重
人
犯
︑
却
參
難
照
常
例
發
落
字
樣
︑
未
審
於
例

有
無
違
礙
︑
俱
欠
停
當
︑
難
以
類
奏
︒

(

)﹃
大
明
律
集
解
附
例
﹄
卷
二
八
・
刑
律
・
斷
獄
﹁
官
司
出
入
人
罪
﹂

11

謂
官
吏
因
受
人
財
︑
及
法
外
用
刑
︒
將
本
應
無
罪
之
人
而
故
加
以
罪
︑
及
應
有
罪
之
人

而
故
出
脫
之
者
︑
並
坐
官
吏
以
全
罪
︒
法
外
用
刑
︑
如
用
火
燒
烙
鐵
烙
人
︑
或
冬
月
用

冷
水
澆
淋
身
體
之
類
︒

(

)﹃
皇
明
詔
令
﹄
卷
一
五
・
憲
宗
皇
帝
上
・
卽
位
詔
︵
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
︶
な
ど
を

12

參
照
︒

(

)
こ
の
史
料
に
關
す
る
先
行
硏
究
の
整
理
や
解
題
に
つ
い
て
は
猪
俣
貴
幸
・
豐
嶋
順
揮

13

﹁
明
鈔
本
﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
原
本
調
査
記
﹂︵﹃
立
命
館
史
學
﹄︵
三
八
︶︑
二
〇
一
八

年
︶
に
︑
本
譯
註
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
明
律
硏
究
會
・
井
上
充
幸
・
猪
俣
貴
幸
・

豐
嶋
順
揮
﹁﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
八
・
刑
部
類
・
斷
罪
引
律
例

譯
註
稿
︵
上
︶﹂

︵﹃
立
命
館
文
學
﹄︵
六
六
二
︶︑
二
〇
一
九
年
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
︒

(

)
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
お
よ
び
東
京
大
學
總
合
圖
書
館
所
藏
明
鈔
本
﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄

14

に
つ
い
て
は
︑
小
島
浩
之
﹁﹃
皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
電
子
化
劄
記
︱
︱
文
獻
學
・
資
料
學

と
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
は
ざ
ま
﹂︵﹃
漢
字
文
獻
情
報
處
理
硏
究
會
編
﹃
漢
字
文
獻

情
報
處
理
硏
究
﹄
好
文
出
版
︑
二
〇
一
八
年
︶
に
詳
細
か
つ
多
角
的
な
說
明
と
考
察
が

な
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
倂
せ
て
參
照
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
︒

(

)
科
斷
：
科
斷
と
は
罪
名
を
定
め
て
︑
刑
名
を
割
り
當
て
る
こ
と
︒
解
說
に
て
詳
述
す
る
︒

15(

)
運
磚
・
做
工
・
納
米
：
い
ず
れ
も
贖
刑
の
こ
と
︒
五
刑
の
刑
名
を
割
り
當
て
た
あ
と
︑

16

そ
れ
に
相
応
す
る
贖
刑
を
執
行
す
る
︒

(

)
深
文
：
深
遠
な
文
句
の
こ
と
︒
こ
こ
で
は
意
圖
的
に
難
し
い
文
章
を
用
い
て
持
論
を
述

17

べ
る
こ
と
で
︑
法
文
を
援
用
し
て
嚴
し
い
判
決
を
加
え
る
こ
と
︒

(

)
帶
俸
差
操
：
入
隊
し
な
が
ら
も
︑
正
規
の
職
任
を
も
た
な
い
者
を
言
う
︒
こ
こ
で
は
役

18

職
を
取
り
上
げ
る
懲
罰
の
こ
と
︒

(

)
陸
：
陸
瑜
︵
一
四
〇
九
-
一
四
八
九
︶
字
は
廷
玉
︑
浙
江
鄞
縣
人
︒
宣
德
八
年
の
進
士
︒

19

刑
部
主
事
を
授
か
り
︑
員
外
郎
郎
中
を
經
て
︑
景
泰
三
年
山
東
布
政
司
右
布
政
使
に
昇

進
︑
そ
の
後
左
布
政
使
に
転
じ
る
︒
天
順
二
年
︑
當
時
の
大
學
士
で
あ
る
李
賢
の
推
薦

で
刑
部
尚
書
と
な
る
︒
こ
の
條
例
の
時
点
で
は
刑
部
尚
書
︒
翌
年
︑
病
気
に
よ
っ
て
致

仕
す
る
こ
と
に
な
り
︑
弘
治
二
年
に
卒
す
︒

﹃
孝
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
弘
治
二
年
庚
午
條

庚
午
致
仕
刑
部
尚
書
陸
瑜
卒
︒
瑜
宇
廷
玉
︑
浙
江
鄞
縣
人
︒
宣
德
八
年
進
士
授
刑
部
主

事
︑
歷
員
外
郎
郎
中
︒
景
泰
三
年
陞
山
東
布
政
司
右
布
政
使
︑
轉
左
布
政
使
︒
天
順
二

年
用
大
學
士
李
賢
薦
召
爲
刑
部
尚
書
︒
成
化
九
年
以
疾
乞
致
仕
︑
至
是
卒
︒

(

)
こ
の
題
本
が
上
奏
さ
れ
た
こ
と
は
﹃
實
錄
﹄
に
も
記
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒

20

﹃
明
憲
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
︑
成
化
八
年
正
月
乙
巳
條

刑
部
議
覆
都
給
事
中
白
昂
等
陳
言
事
︑
謂
內
外
法
司
問
擬
囚
犯
︑
不
許
法
外
妄
加
參
駁

故
入
人
罪
︒
此
實
天
順
八
年
詔
旨
︒
宜
通
行
內
外
刑
官
申
明
遵
守
︒
從
之
︒

(

)
河
南
清
吏
司
：
清
吏
司
は
刑
部
の
所
属
の
官
吏
で
︑
各
衙
門
の
刑
事
案
件
を
分
掌
し
て

21

司
っ
た
︒

(

)
案
呈
：﹃
吏
文
輯
覽
﹄
に
お
い
て
案
呈
は
﹁
六
部
清
吏
司
及
び
各
處
の
經
歷
司
の
本
衙
門

22

の
堂
上
に
呈
す
る
の
文
な
り
﹂
と
說
明
さ
れ
る
︒
明
清
檔
案
に
お
い
て
は
︑
文
書
作
成

の
擔
當
官
が
︑
堂
官
す
な
わ
ち
中
央
官
庁
の
正
・
副
長
官
に
對
し
て
起
草
・
提
出
し
た

公
文
書
︵
呈
堂
稿
︶
を
引
用
す
る
際
に
使
用
す
る
語
︒
堂
官
は
こ
れ
に
署
名
し
て
發
送

す
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
案
呈
﹂
は
河
南
清
吏
司
が
案
呈
し
た
文
書
す
な
わ
ち
呈
堂
稿
の

こ
と
を
さ
す
︒

(

)
刑
科
抄
出
：﹁
抄
出
﹂
は
文
書
の
寫
し
を
取
っ
て
發
出
す
る
こ
と
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
刑
科

23

抄
出
﹂
と
い
う
の
は
刑
科
が
抄
出
し
た
文
書
の
こ
と
を
さ
す
︒

(

)
刑
科
給
事
中
：
六
科
給
事
中
の
一
つ
︒
六
科
は
都
察
院
と
は
系
統
を
異
に
す
る
監
察
機

24

構
︒
ま
た
皇
帝
の
決
裁
を
受
け
た
上
奏
を
抄
出
し
擔
當
衙
門
に
通
達
す
る
役
割
も
持
つ
︒

(

)
白
昂
：︵
？
？
-
一
五
〇
三
︶
字
は
廷
儀
︑
直
隸
武
進
縣
人
︒
天
順
元
年
の
進
士
︒
南
京

25

禮
科
給
事
中
を
授
か
り
︑
そ
の
後
に
刑
科
給
事
中
を
歷
任
し
︑
成
化
七
年
に
都
給
事
中

と
な
る
︒
こ
の
條
例
の
時
点
で
は
刑
科
都
給
事
中
︒
そ
の
後
︑
監
察
・
司
法
系
の
官
職

を
歷
任
し
都
察
院
右
副
都
御
史
刑
部
尚
書
に
ま
で
出
世
す
る
︒

﹃
孝
宗
實
錄
﹄
卷
二
〇
一
︑
弘
治
十
六
年
七
月
庚
寅
條

致
仕
太
子
太
傅
刑
部
尚
書
白
昂
卒
︒
昂
字
廷
儀
︑
直
隸
武
進
縣
人
︒
天
順
元
年
進
士
授

南
京
禮
科
給
事
中
︑
歷
陞
刑
科
給
事
中
︑
應
天
府
丞
︑
南
京
大
理
寺
少
卿
︑
南
京
都
察

院
右
僉
都
御
史
︑
右
副
都
御
史
︑
南
京
兵
部
左
侍
郎
︒
弘
治
初
河
決
張
︑
秋
命
以
戸
部

左
侍
郎
往
治
淮
南
北
一
帶
︒
河
道
有
功
政
刑
部
左
侍
郎
陞
都
察
院
右
副
都
御
史
刑
部
尚

書
加
太
子
少
保
進
太
子
太
保
十
三
年
︒

(

)
こ
こ
ま
で
は
谷
井
陽
子
﹁
明
律
運
用
の
統
一
過
程
﹂﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
五
八
卷
第
二

26

号
︑
一
九
九
九
年
︑
谷
井
陽
子
﹁
明
代
裁
判
機
構
の
內
部
統
制
﹂
梅
原
郁
編
﹃
前
近
代

五
二
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中
國
の
刑
罰
﹄︑
一
九
九
七
年
に
よ
る
︒
合
わ
せ
て
参
考
に
さ
れ
た
い
︒

(

)
吳
艶
紅
﹁
國
家
政
策
与
明
代
的
律
注
實
践
﹂﹃
史
學
月
刊
﹄
二
〇
一
三
年
第
一
期
︑
二
〇

27

一
三
年

(

)
谷
井
陽
子
﹁
明
律
運
用
の
統
一
過
程
﹂﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
五
八
卷
第
二
号
︑
一
九
九
九

28

年

(

)
陶
安
あ
ん
ど
﹁
律
と
例
の
間
︱
明
代
贖
法
を
通
じ
て
み
た
舊
中
國
法
の
一
斑
﹂﹃
東
洋
文

29

化
硏
究
所
紀
要
﹄
一
四
〇
︑
一
九
九
九
年
︑
十
九
-二
〇
頁

(

)
陶
安
あ
ん
ど
﹁
中
國
刑
罰
史
に
お
け
る
明
代
贖
法
︱
唐
律
的
﹁
贖
刑
﹂
概
念
と
の
比
較
﹂

30

﹃
東
洋
史
硏
究
﹄
第
五
七
卷
第
四
號
︑
一
九
九
九
年
︑
一
〇
五
頁

(

)
滋
賀
秀
三
﹃
中
國
法
制
史
論
集
︱
法
典
と
刑
罰
﹄
創
文
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
三
四
頁

31(

)
こ
う
し
た
法
解
釋
や
法
運
用
の
不
統
一
に
關
し
て
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
よ
う

32

に
︑
譯
註
稿
︵
上
︶・
譯
註
稿
︵
中
︶・
譯
註
稿
︵
下
︶
の
な
か
で
扱
っ
た
三
條
の
中
に

そ
の
樣
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
合
わ
せ
て
參
照
さ
れ
た
い
︒

附
記

本
硏
究
會
は
︑
立
命
館
大
學
大
學
院
硏
究
會
活
動
支
援
制
度
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

二
〇
二
一
年
度
の
硏
究
會
參
加
者
は
︑
池
田
修
太
郎
・
猪
俣
貴
幸
・
片
保
涼
介
・
�
蘇
曼
・
許

雲
鵬
・
豐
嶋
順
揮
︵
敬
稱
略
・
五
十
音
順
︶
で
す
︒

本
稿
は
︑
二
〇
二
〇
年
度
に
井
上
充
幸
︵
本
學
文
學
部
教
授
︶・
猪
俣
貴
幸
・
�
蘇
曼
・
豐

嶋
順
揮
︵
本
學
博
士
後
期
課
程
︶・
許
雲
鵬
・
金
豆
・
鄧
子
琦
・
彭
浩
・
李
冠
儒
︵
以
上
︑
本

學
博
士
前
期
課
程
・
所
屬
は
二
〇
二
〇
年
當
時
の
も
の
︒
敬
稱
略
︒︶
で
會
讀
し
た
も
の
を
︑

井
上
・
祁
・
豐
嶋
が
當
時
の
議
論
と
そ
の
後
の
調
査
に
基
づ
い
て
譯
註
稿
に
ま
と
め
た
も
の
で

す
︒
講
讀
に
參
加
し
た
上
記
各
位
に
謝
意
を
表
し
ま
す
︒

井
上
充
幸
︵
本
學
文
學
部
教
授
)

�
蘇
曼

︵
本
學
大
學
院
博
士
後
期
課
程
)

豐
嶋
順
揮
︵
本
學
大
學
院
博
士
後
期
課
程
)

『皇
明
條
法
事
類
纂
﹄
卷
四
十
六
・
刑
部
類
・
官
司
出
入
人
罪

譯
註
稿
︵
一
︶

五
三
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五
四
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