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中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅲ
）  （1）

森
田
　
成
満

註　
（1）
　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）、（
Ⅱ
）
は
、
星
薬
論
集
二
九
輯
、
三
〇
輯
に
収
載
。

　
　
　
　
第
四
章
　
裁
判
の
手
続

　
第
一
節
　
断
獄
と
聴
訟
の
仕
組
み

　
　
　
一
　
断
獄
の
仕
組
み　　　（1）

　
断
獄
の
特
徴
　［
統
治
の
一
部
門
と
し
て
の
裁
判
］　
命
盗
を
中
心
と
す
る
徒
刑
以
上
の
刑
罰
を
科
す
る
事
案
を
重
案
と
し
、
官
が
行
う
そ
の

裁
判
を
断
獄
と
か
断
罪
と
呼
び
ま
す
。
笞
杖
の
刑
に
止
ま
る
戸
婚
田
土
銭
債
の
事
案
は
細
案
で
あ
っ
て
そ
の
裁
判
を
聴
訟
と
言
い
ま
す
。

　　　（2）

断

獄
も
聴
訟
も
権
力
を
分
立
し
な
い
官
の
統
治
の
一
部
門
で
あ
り
裁
判
は
治
安
の
維
持
を
目
的
と
し
た
官
の
処
分
で
す
。

　［
稟
議
制
的
手
続
と
必
要
的
覆
審
制
］　
断
獄
は
事
案
の
全
段
階
を
包
摂
す
る
稟
議
制
的
手
続（
起
案
→
回
議
→
決
裁
→
実
施
→
記
録
）に
沿
っ

て
進
み
ま
す
。
総
督
、
巡
撫
が
律
例
を
引
用
（「
照
」）
し
た　　　（3）

案
を
作
り
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
皇
帝
は
刑
部
に
諮
問
し
た
上
で
そ
の
案
の
当
否
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を
決
裁
し
ま
す
。

　　　（4）

例
外
的
に
は
皇
帝
が
新
た
な
判
断
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
斥
け
た
と
き
は
督
撫
に
差
し
戻
し
ま
す
。
犯
人
（「
人
犯
」）

に
対
す
る
処
罰
の
内
容
を
定
め
（
右
記
の
起
案
に
当
た
る
）
皇
帝
の
審
査
に
回
し
（ 

〃 

回
議 

〃 

）
そ
の
当
否
の
判
断
を
委
ね
て
（ 

〃 

決

裁 

〃 
）
裁
可
を
得
ら
れ
れ
ば
執
行
（ 

〃 

実
施 

〃 

）
し
必
要
な
事
後
報
告
（ 

〃 

記
録 

〃 

）
を
な
す
督
撫
は
現
場
の
主
管
者
と
し
て
皇

帝
と
共
に
断
獄
手
続
の
中
核
に
あ
り
ま
し
た
。

　
督
撫
が
案
を
定
め
る
ま
で
は
階
層
を
な
す
官
僚
組
織
に
沿
っ
て
自
動
的
に
い
わ
ば
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
で
案
を
作
り
上
げ
て
行
き
ま
す
。
断
獄

を
必
要
的
覆
審
で
あ
る
と
し
て
来
た
従
来
の
理
解
は
案
の
作
成
段
階
の
説
明
に
止
め
る
べ
き
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
そ
こ
で
の
判
断
が
独
立
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
て
案
の
作
成
段
階
も
稟
議
制
の
中
で
理
解
す
る
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　［
官
の
主
導
性
］　
手
続
の
開
始
と
進
行
を
主
導
す
る
の
は
官
で
す
。
官
が
職
権
的
に
動
き
ま
す
。

　［
実
質
的
真
実
主
義
］　
真
相
を
解
明
し
て
犯
罪
者
を
取
り
逃
が
さ
な
い
と
い
う
実
質
的
真
実
主
義
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　　　（5）

時
効
制
度
、
拷
問

の
禁
止
、
無
罪
の
推
定
、
確
定
力
あ
る
い
は
一
事
不
再
理
等
の
法
理
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
犯
人
を
保
護
す
る
発
想
に
乏
し
い
の
で
す
。
犯
人
が

享
受
で
き
る
も
の
は
官
吏
が
法
に
従
う
反
射
的
な
利
益
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
滋
賀
秀
三
氏
は
現
代
の
刑
事
裁
判
は
厳
格
な
手
続
に
沿
っ
て
な
さ
れ
た
特
定
人
の
真
実
に
近
似
す
る
判
断
を
真
実
と
代
置
す
る
判
定
で
あ
る

と
し
、
そ
れ
故
裁
判
官
個
人
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
他
方
、
清
代
の
裁
判
は
真
実
そ
の
も
の
を
追
求
す
る
も
の
で
あ

り
裁
判
官
個
人
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。

　　　（6）

し
か
し
、
手
続
の
内
容
や
そ
の
多
い
少
な
い
と
か
成
文
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か

の
違
い
は
あ
っ
て
も
清
代
の
重
案
に
手
続
規
範
が
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
代
の
裁
判
も
真
実
を
求
め
な
い
訳
で
は
な
く
一
層
の

真
実
へ
の
接
近
を
目
指
し
て
審
理
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
の
裁
判
と
比
べ
た
と
き
に
最
も
留
意
す
る
べ
き

は
手
続
の
緻
密
さ
や
追
求
の
対
象
が
近
似
的
真
実
か
真
実
そ
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
現
代
の
裁
判
が
真
実
発
見
と
共
に
そ
の
前
提
と
し

て
人
権
の
確
保
と
い
う
価
値
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
断
獄
は
目
的
を
真
実
追
求
に
限
っ
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
裁
判
官
個
人
を
免
責
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す
る
か
否
か
は
何
を
問
責
の
要
件
に
す
る
か
と
い
う
実
体
的
な
政
策
判
断
（
ポ
リ
シ
ー
）
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
手
続
の
あ
り
方
と
論
理
必
然
的

な
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　［
民
事
的
処
理
の
付
帯
］　
現
行
法
の
よ
う
に
一
つ
の
事
件
を
刑
事
手
続
と
民
事
手
続
に
分
け
て
手
続
が
同
時
に
別
々
に
進
む
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
で
あ
れ
ば
重
案
の
た
め
の
刑
事
手
続
の
中
で
民
事
面
の
処
理
を
し
ま
す
。

　
断
獄
を
司
る
機
関
　
断
獄
は
皇
帝
が
官
僚
機
構
を
手
足
と
し
て
使
っ
て
司
り
ま
す
。
原
理
的
に
は
皇
帝
が
総
督
、
巡
撫
が
作
っ
た
犯
人
に
対

す
る
処
罰
案
を
刑
部
に
諮
問
し
て
当
否
を
決
め
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
決
定
権
限
を
死
刑
事
案
を
除
い
て
そ
の
重
大
性
の
程
度
に
応
じ
て
特
定
の

官
衙
に
委
託
し
て
い
ま
す　　　（7）

。
執
行
と
報
告
は
督
撫
の
責
任
で
行
い
ま
す
。

　
審
理
の
目
的
と
対
象
　［
審
理
の
目
的
］　
犯
罪
の
成
否
を
判
別
し
有
罪
で
あ
れ
ば
刑
罰
の
量
定
を
な
す
こ
と
が
審
理
（「
審
看
」）
の
目
的
で

す
。
有
罪
の
と
き
ど
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
に
な
る
か
も
重
要
で
す
。（「
罪
名
雖
無
出
入
・
援
引
究
未
允
協
」）
た
だ
、
犯
罪
の
成
否
や
類
型
を

決
め
る
事
実
は
量
刑
の
た
め
の
事
実
に
含
ま
れ
て
い
る
し
犯
罪
の
成
否
を
決
め
る
と
き
と
量
刑
す
る
と
き
の
間
に
証
拠
法
上
の
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
故
、
犯
罪
の
成
否
や
類
型
の
認
定
と
量
刑
は
手
続
を
分
け
ず
に
同
時
に
行
い
ま
す
。
捜
査
段
階
で
は
重
大
な
犯
罪
が
成
立
す
る
か

否
か
を
調
べ
て
犯
罪
が
成
立
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
事
件
を
法
廷
審
理
に
委
ね
る
の
で
あ
っ
て
、
法
廷
で
は
量
刑
を
軸
に
手
続
を
進

め
て
犯
罪
の
成
否
や
類
型
を
確
定
し
刑
を
定
め
ま
す
。
定
擬
す
る
と
き
ま
で
に
犯
罪
の
成
立
が
確
定
し
刑
罰
が
決
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
判

決
手
続
に
於
い
て
予
断
を
排
除
し
て
訴
因
と
い
う
形
で
示
さ
れ
た
犯
罪
事
実
を
決
め
ら
れ
た
証
拠
法
に
よ
っ
て
認
定
し
、
そ
の
後
に
事
実
の
範

囲
も
証
拠
法
の
内
容
も
異
な
る
量
刑
手
続
を
置
く
現
代
の
刑
事
訴
訟
手
続
と
は
異
な
り
ま
す
。

　［
審
理
の
対
象
］　
審
理
の
対
象
は
事
件
の
全
体
を
見
て
承
審
官
が
決
め
ま
す
。
犯
罪
の
成
否
に
関
す
る
事
実
と
量
刑
事
情
が
審
理
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
も
と
も
と
律
例
は
不
文
の
準
則
に
よ
っ
て
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
行
為
に
科
す
る
べ
き
刑
罰
を
示
す
量
刑
の
例
示
で
あ
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、成
文
化
さ
れ
る
と
律
例
の
条
項
は
犯
罪
類
型
と
し
て
犯
罪
の
成
否
を
考
え
る
と
き
の
枠
に
も
な
っ
て
行
き
ま
す
。
事
実
上
、
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引
用
す
る
蓋
然
性
が
高
い
律
例
の
条
項
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
示
す
枠
を
取
り
付
き
ど
こ
ろ
に
し
て
捜
査
し
審
理
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
断
獄
の
進
行
過
程
　［
捜
査
］　
律
は
断
獄
の
開
始
に
つ
い
て
不
告
不
理
の
規
定
を
置
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
清
代
に
あ
っ
て
は
捜
査
の
端

緒
が
あ
る
と
き
州
県
官
は
進
ん
で
捜
査
を
開
始
し
て
情
況
を
省
内
の
上
級
官
衙
に
報
告
し
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
の
報
告
書
（「
通
稟
」）
と
正
式

の
報
告
書
（「
通
詳
」）
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
は
時
に
上
級
官
衙
に
よ
る
指
導
、
監
督
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
れ
を
訪
案
と
呼
び
ま
す
。
捜
査

に
は
佐
弐
官
や
首
領
官
で
あ
る
吏
目
、
典
史
と
か
属
官
で
あ
る
巡
検
、
さ
ら
に
は
衙
役
が
州
県
官
の
手
足
と
し
て
動
き
ま
し
た　　　（8）

。
拘
禁
施
設

と
し
て
獄
が
あ
り
ま
す
。
立
案
す
る
た
め
の
十
分
な
証
拠
を
収
集
す
る
見
込
み
が
な
い
と
し
て
捜
査
を
止
め
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
時
間
が

経
過
し
た
と
き
に
処
罰
手
続
の
開
始
を
認
め
な
い
時
効
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　［
法
廷
審
理
］　
犯
罪
が
成
立
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
州
県
官
は
法
廷
（「
堂
」）
で
の
手
続
（「
庭
質
」、「
帯
堂
」、「
過
堂
」、

「
到
案
」）
を
始
め
ま
す
。

　
法
廷
に
於
け
る
審
理
手
続
は
事
実
上
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
方
の
下
級
官
衙
は
上
級
官
衙
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
し
上
級
官
衙
か
ら
の
指
導
が
あ
り
得
ま
す
。
総
督
、
巡
撫
は
刑
部
の
意
見
を

問
い
合
わ
せ
た
（「
咨
請
部
示
」）
と
き
を
除
い
て
事
案
に
つ
い
て
事
前
に
報
告
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
刑
部
が
進
ん
で
指
導
や
監
督
を
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん　　　（9）

。

　
捜
査
と
法
廷
に
於
け
る
審
理
と
は
一
連
で
あ
っ
て
法
廷
の
内
と
外
は
連
続
し
て
い
ま
す　　　 （10）

。

　
事
実
は
証
拠
に
よ
っ
て
合
理
的
に
認
定
し
ま
す
。
神
判
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
証
拠
は
関
係
者
が
提
出
す
る
こ
と
も
あ
る
し
官
が
収
集
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
採
否
は
官
が
決
め
ま
す
。

　
違
法
性
と
有
責
性
に
分
け
て
そ
の
存
否
や
大
小
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
て
具
体
的
な
行
為
の
中
で
犯
罪
性
を
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
違
法
性
の
有
無
、
大
小
を
認
定
す
る
と
決
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
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有
罪
の
立
証
が
で
き
な
い
と
き
で
も
挙
証
責
任
の
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
罪
の
推
定
は
せ
ず
に
実
体
的
真
実
の
発
見
を
目
指
し
ま 

す　　　 （11）

。
も
っ
と
も
州
県
官
は
有
罪
の
心
証
を
得
た
か
ら
法
廷
を
開
い
て
審
理
し
始
め
た
の
で
あ
っ
て
犯
罪
の
成
否
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
は

ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

　
伝
聞
証
拠
は
避
け
て
使
わ
な
い
と
い
う
そ
れ
な
り
の
事
実
上
の
基
準
が
あ
り
ま
す　　　 （12）

。
重
案
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
、
犯
罪
事
実
に
関
す

る
事
実
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
格
別
厳
格
な
証
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
定
の
拷
問
は
合
法
で
あ
り
供
述
は
無
理
や
り
言

わ
せ
た
任
意
性
の
乏
し
い
も
の
で
も
他
の
事
柄
と
総
合
し
て
見
て
信
用
で
き
る
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
心
証
形
成
は
承
審
官
の
任
意
で
す
。
　

　
証
拠
力
に
外
か
ら
の
制
約
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
経
験
に
基
づ
く
事
実
上
の
判
断
基
準
は
あ
り
ま
す
。
複
数
の
証
拠
が
一
致
し
た
と
き
証

拠
力
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
あ
る
事
実
が
あ
る
と
さ
れ
た
と
き
他
の
事
実
の
存
在
を
推
定
す
る
間
接
的
な
証
明
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　［
定
擬
］　
律
例
を
適
用
し
犯
人
に
対
す
る
処
罰
案
を
作
る
こ
と
を
定
擬
（「
擬
律
」、「
擬
罪
」）
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
い
わ
ば
供
述

調
書
で
あ
る
供
状
の
ほ
か
に
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
認
容
す
る
招
状
と
呼
ば
れ
る
書
類
を
取
っ
た
成
招
と
か
獄
成
と
呼
ぶ
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
取
調
べ
を
す
る
州
県
か
ら
督
撫
ま
で
の
官
員
の
行
為
を
制
約
し
ま
す
。
も
と
も
と
は
本
人
し
か
犯
罪
事
実
を
知
ら
な

い
し
、
ま
た
、
本
人
は
知
っ
て
い
る
と
考
え
犯
罪
行
為
を
な
し
た
と
い
う
認
容
が
あ
っ
た
と
き
に
犯
罪
事
実
が
立
証
さ
れ
た
と
し
た
の
で
し
ょ

う
。
と
こ
ろ
が
本
人
の
認
容
の
果
た
す
役
割
が
形
式
化
し
て
重
案
に
於
け
る
単
な
る
証
拠
で
は
な
く
て
定
擬
す
る
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
行
き

ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
定
擬
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
十
分
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
実
の
認
定
権
は
官
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
認
容
が

あ
っ
て
も
そ
れ
に
沿
っ
て
定
擬
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。

　［
解
審
］　
州
県
官
は
府
に
事
案
を
委
ね
る
か
否
か
を
判
断
し
ま
す
。
事
実
上
、
こ
こ
で
重
案
か
否
か
が
決
ま
り
ま
す
。
州
県
や
府
の
官
衙
は

審
理
し
犯
人
に
対
す
る
処
罰
案
は
作
る
け
れ
ど
も
そ
の
内
容
を
決
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
州
県
官
は
案
を
作
っ
て
そ
れ
を
犯
人
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の
身
柄
と
共
に
府
の
官
衙
に
送
っ
て（「
招
解
」）知
府
の
審
理
に
委
ね
、知
府
は
さ
ら
に
省
の
官
衙
に
ま
で
送
っ
て
審
理
を
繰
り
返
し
ま
す
。（「
解

審
」）
た
だ
、
簡
便
化
し
て
身
柄
を
省
ま
で
は
送
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
原
則
に
対
す
る
例
外
と
す
る
理
解
と
事
案
の
軽
重
や

時
代
に
よ
る
手
続
の
変
遷
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
あ
り
ま
す　　　 （13）

。

　
事
案
を
受
け
取
っ
た
府
や
省
の
官
衙
が
駁
斥
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
事
実
認
定
の
間
違
い
で
す
。
案
情
不
確
故
調

べ
な
お
せ
と
言
い
ま
す　　　 （14）

。
第
二
は
法
の
適
用
の
間
違
い
で
す
。
そ
の
一
は
法
の
適
用
を
な
す
前
提
要
件
が
満
た
さ
れ
な
く
な
る
招
状
の
撤
回

（「
翻
異
」）
で
あ
り
、
一
は
法
解
釈
の
間
違
い
で
す
。
ま
た
、
作
業
仮
説
と
し
て
取
り
上
げ
た
事
実
の
範
囲
が
間
違
っ
て
い
る
と
き
も
あ
り
ま

す
。（「
引
断
殊
未
允
協
」）
駁
斥
し
た
ら
も
と
の
官
衙
に
差
し
戻
す
の
が
通
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
上
級
官
衙
自
ら
判
断
す
る
こ
と
も
あ
り
ま 

す　　　 （15）

。
　［
定
案
］　
犯
人
に
対
す
る
処
罰
の
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
あ
る
い
は
定
め
た
内
容
を
定
案
と
呼
び
ま
す
。
州
県
官
衙
か
ら
順
に
繰
り
返
し
審

理
し
て
作
り
上
げ
た
案
を
基
礎
に
し
て
定
案
の
権
限
を
持
つ
督
撫
等
が
決
定
し
ま
す
。
い
わ
ば
起
案
で
あ
っ
て
こ
れ
が
次
の
結
案
の
た
め
の
素

案
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
犯
人
の
身
柄
は
州
県
に
送
り
返
し
て
結
案
を
待
た
せ
ま
す
。

　［
結
案
」　
執
行
等
の
手
続
は
残
る
け
れ
ど
も
定
案
に
対
す
る
い
わ
ば
決
裁
に
当
た
る
裁
可
を
得
た
と
き
犯
人
の
処
遇
を
決
め
る
と
い
う
狭
い

意
味
の
断
獄
は
終
結
し
ま
す
。
こ
れ
を
結
案
と
呼
び
ま
す
。
定
案
を
も
と
に
督
撫
が
終
結
し
て
よ
い
外
結
の
事
案
（
批
結
の
案
）
と
中
央
の
審

査
を
経
て
結
案
す
る
内
結
の
事
案
が
あ
り
ま
す
。
題
結
の
案
は
督
撫
が
案
を
起
こ
し
て
上
奏
し
そ
れ
に
つ
い
て
皇
帝
が
刑
部
、
三
法
司
等
に
諮

問
し
て
審
査
し
答
申
さ
せ
て
結
案
し
ま
す
。
咨
結
の
案
は
刑
部
に
督
撫
の
案
を
審
査
し
裁
可
す
る
権
限
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
刑
部
の
審
査
は
送
ら
れ
て
き
た
書
類
の
み
を
根
拠
に
し
ま
す
。
犯
人
を
取
り
調
べ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
類
に
な
い
新
た
な
証
拠
を
収

集
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
事
案
は
省
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
清
吏
司
に
委
ね
ら
れ
そ
の
書
吏
が
作
っ
た
案
に
司
官
が
意
見
を
記
し
そ
れ

を
も
と
に
堂
官
が
判
断
し
ま
す　　　 （16）

。
そ
の
と
き
律
例
館
に
参
照
す
る
べ
き
先
例
（「
成
案
」）
の
有
無
等
に
つ
い
て
諮
問
す
る
こ
と
が
少
な
く
あ
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り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
通
し
て
法
の
統
一
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
皇
帝
が
答
申
を
斥
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
け
れ
ど
も
刑
部
が
督
撫
の
案
に
賛
同
し
な
か
っ
た
た
め
に
結
案
し
な
い
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
ま

す
。
刑
部
が
督
撫
の
案
に
賛
同
し
な
い
理
由
は
省
や
府
が
そ
の
下
級
官
衙
の
案
を
駁
斥
す
る
理
由
と
全
く
同
じ
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
刑
部
は

取
り
調
べ
を
し
な
い
の
で
翻
異
さ
れ
て
斥
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
刑
部
と
督
撫
の
意
見
が
合
わ
な
い
と
き
は
皇
帝
の
判
断
を
仰
ぎ

ま
す
。
咨
結
の
案
に
つ
い
て
刑
部
に
は
進
ん
で
刑
罰
を
決
め
る
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
自
判
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
執
行
　
執
行
（「
決
」）
す
る
こ
と
を
徒
、
流
刑
は
発
落
と
呼
び
死
刑
は
正
法
と
呼
び
ま
す
。
執
行
の
前
提
と
し
て
結
案
の
内
容
を
犯
人
に
告

知
し
た
の
で
し
ょ
う
。
刑
罰
の
執
行
は
、
通
例
、
身
柄
を
確
保
し
て
い
る
州
県
が
督
撫
の
指
揮
下
で
な
し
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
因
み
に
、
死
刑
に
処
す
る
と
さ
れ
た
け
れ
ど
も
監
候
の
場
合
は
後
に
記
す
秋
審
に
委
ね
る
の
で
あ
っ
て
執
行
す
る
か
否
か
は
そ
こ
で
な
さ
れ

る
審
査
の
結
果
に
よ
り
ま
す　　　 （17）

。

　
報
告
　
執
行
の
責
を
負
う
督
撫
は
上
級
の
官
衙
に
事
案
の
結
末
を
報
告
し
ま
す
。
批
結
の
案
に
つ
い
て
刑
部
へ
報
告
し
ま
す
。
こ
れ
を
彙
報

と
呼
び
ま
す
。
咨
結
の
案
に
つ
い
て
皇
帝
へ
報
告
し
ま
す
。
こ
れ
を
彙
題
と
呼
び
ま
す
。
題
結
の
案
は
皇
帝
が
直
接
関
わ
っ
て
い
る
の
で
報
告

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
律
例
の
手
続
の
調
整
　
時
に
律
例
が
規
定
す
る
手
続
を
事
実
上
、
あ
る
い
は
法
律
上
修
正
、
補
充
し
て
手
続
を
簡
略
化
す
る
調
整
を
な
す

こ
と
が
あ
り
ま
す　　　 （18）

。
律
例
と
異
な
る
違
法
な
処
理
で
は
あ
っ
て
も
上
級
官
衙
が
関
知
し
な
け
れ
ば
事
実
上
有
効
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

律
例
と
は
異
な
る
法
が
作
ら
れ
た
り
事
前
に
皇
帝
か
ら
権
限
を
授
与
さ
れ
た
場
合
や
事
後
に
個
別
的
に
容
認
す
る
皇
帝
の
判
断
が
な
さ
れ
た
と

き
そ
れ
は
特
別
法
と
し
て
、
あ
る
い
は
特
例
と
し
て
律
例
に
優
越
し
ま
す
。
た
だ
、
原
則
と
な
る
準
則
は
あ
く
ま
で
律
例
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
は

調
整
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
至
当
で
す
。

　
例
え
ば
第
一
に
、
律
例
の
手
続
に
よ
れ
ば
解
審
す
る
べ
き
事
案
に
つ
い
て
調
整
し
て
州
県
で
終
わ
ら
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
被
害
者
の
い



8

る
犯
罪
に
於
い
て
当
事
者
間
で
金
銭
和
解
が
成
立
し
た
と
き
に
こ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
と
き
に
は
事
実
認

定
を
曲
げ
て
軽
い
犯
罪
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
当
事
者
が
和
解
を
望
ん
だ
と
か
官
が
断
獄
の
難
し
さ
を

避
け
よ
う
と
し
た
と
か
の
事
情
が
あ
り
ま
す
。
第
二
は
、
治
安
を
維
持
す
る
と
い
う
断
獄
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
皇
帝
へ
は
事
後
報
告
に

止
め
る
死
刑
手
続
の
調
整
が
時
に
所
に
よ
り
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
に
、
督
撫
が
判
断
し
て
即
刻
処
刑
し
て
事
後
的
に
上
奏
す
る
恭
請
王
命
が

あ
り
ま
す
。
二
に
、
督
撫
が
裁
可
し
て
当
該
地
方
の
官
員
に
執
行
さ
せ
て
中
央
に
は
事
後
に
通
知
す
る
に
止
め
る
就
地
正
法
が
あ
り
ま
す
。
道

光
末
期
以
降
、
費
用
が
か
か
る
だ
け
で
は
な
く
犯
人
奪
還
等
の
恐
れ
が
あ
る
等
の
招
解
に
伴
う
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
省
都
で
の
解
審
が
免

除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
太
平
天
国
の
乱
以
降
は
治
安
が
安
定
し
な
い
地
域
で
厳
罰
を
目
的
に
し
た
即
決
と
い
う
地
方
官
に
よ
る
結

案
と
執
行
が
な
さ
れ
ま
す
。
同
治
年
間
以
降
、
省
に
よ
っ
て
は
そ
の
た
め
の
章
程
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
二
　
聴
訟
の
仕
組
み　　　 （19）

　
聴
訟
の
特
徴
　［
全
体
的
観
点
か
ら
す
る
教
令
］　
聴
訟
は
官
が
主
導
す
る
教
令
的
な
一
方
的
処
分
で
す
。
判
決
を
出
し
た
後
に
遵
結
を
提
出

さ
せ
ま
す
。
滋
賀
秀
三
氏
は
判
定
に
拘
束
力
が
あ
る
点
に
裁
判
の
本
質
が
あ
り
調
停
は
同
意
を
得
て
終
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
聴
訟
は
後
者
に
当
た
る
と
し
糾
問
教
諭
的
調
停
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
強
制
的
に
遵
結
を
取
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
官
が

な
す
教
令
と
い
う
の
が
至
当
で
す
。
ま
た
、
遵
結
は
官
と
具
呈
人
（「
原
告
」）
お
よ
び
官
と
被
告
の
間
で
別
々
に
授
受
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
判

決
に
は
両
当
事
者
間
の
合
意
を
保
護
す
る
と
い
う
私
法
的
色
合
い
は
薄
く
そ
の
意
味
で
も
調
停
と
し
て
説
明
す
る
の
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
直
接
の
紛
争
原
因
を
見
て
解
決
を
計
る
こ
と
が
軸
に
は
な
る
け
れ
ど
も
共
に
栄
え
る
た
め
に
全
体
的
観
点
か
ら
紛
争
を
治
め
る
こ
と
を
目
指

す
と
こ
ろ
に
実
体
面
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
調
整
的
、
修
復
的
あ
る
い
は
能
動
的
判
決
を
な
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　［
相
対
的
解
決
］　
重
案
の
手
続
と
は
異
な
り
当
事
者
間
の
紛
争
解
決
に
必
要
な
限
り
の
相
対
的
解
決
を
な
す
の
が
原
則
で
す
。

　［
法
と
裁
判
の
関
係
］　
滋
賀
秀
三
氏
は
訴
訟
の
あ
り
方
が
法
や
法
思
想
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
さ
れ
ま
す
。
聴
訟
は
行
政
的
な
裁
判
で
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あ
っ
て
当
該
事
案
に
於
け
る
法
を
宣
言
し
な
い
の
で
実
定
私
法
体
系
を
育
て
る
必
要
が
な
い
し
、
ま
た
、
拘
束
力
の
あ
る
判
定
で
あ
る
裁
判
は

法
の
存
在
を
強
く
要
請
す
る
の
に
対
し
て
調
停
は
当
事
者
が
同
意
す
る
の
で
法
へ
の
関
心
は
弱
く
な
る
と
し
ま
す　　　 （20）

。
し
か
し
、
近
代
以
外
の

国
家
の
統
治
や
法
の
仕
組
み
の
特
徴
を
見
る
た
め
に
は
近
代
法
の
よ
う
な
訴
訟
で
適
用
す
る
も
の
だ
け
が
法
で
あ
る
と
す
る
の
は
一
層
深
く
緻

密
に
分
析
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
訴
訟
に
於
い
て
法
が
ど
こ
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
る
か
に
着
眼
し

て
む
し
ろ
法
か
ら
訴
訟
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
裁
判
が
行
政
的
な
性
格
を
帯
び
た
か
ら
と
い
っ
て
法
が
存
在
し
な

い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
統
治
政
策
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
官
と
人
民
の
間
の
規
範
で
あ
る
公
法
と
し
て
の
民
事
法
は
存
在
し
て
い
ま
す
。

法
と
情
理
が
分
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
法
理
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
よ
い
け
れ
ど
も
例
え
ば
家
族
や
土
地
支
配
は
一
般
的
に
か
く
あ
る
べ
し
と

官
が
考
え
る
公
法
と
し
て
の
行
為
規
範
で
あ
る
家
族
法
や
土
地
法
は
存
在
し
ま
す
。
時
に
調
整
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
裁
判
で
も

通
例
は
そ
れ
に
沿
う
判
決
を
な
し
て
紛
争
の
解
決
を
目
指
し
て
い
ま
す　　　 （21）

。

　［
民
事
手
続
へ
の
純
化
傾
向
］　
律
例
は
官
に
対
す
る
人
民
の
地
位
を
規
定
す
る
公
法
で
す
。
民
人
間
の
関
係
を
記
す
民
事
的
条
項
も
刑
罰
を

規
定
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
聴
訟
は
律
例
を
殆
ど
引
用
し
て
お
ら
ず
刑
罰
に
よ
る
取
締
り
的
色
彩
が
薄
ら
い
で
民
事
手
続
と
し
て
自
立
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
民
事
法
理
は
刑
罰
を
科
し
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
に
は
官
の
利
害
に
関
係
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　
聴
訟
を
司
る
機
関
　
州
県
は
定
案
し
結
案
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
執
行
や
報
告
を
な
す
こ
と
も
州
県
に
委
託
さ
れ
て
い

ま
す
。
州
県
自
理
の
案
と
言
い
ま
す
。

　
審
理
の
対
象
　
共
に
栄
え
る
た
め
に
紛
争
を
全
体
的
に
解
決
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
審
理
の
対
象
は
誰
が
誰
と
何
を
争
っ
て
い

る
か
と
い
う
紛
争
の
主
体
や
客
体
を
中
心
に
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
紛
争
の
主
体
は
訴
状
の
記
載
等
を
見
て
決
め
ま

す
。
審
理
の
対
象
は
判
決
時
ま
で
変
化
し
得
ま
す
。
紛
争
は
個
別
的
で
あ
り
事
実
は
無
限
に
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
実
際
は
適
用
す
る
可
能
性
の

高
い
法
理
を
作
業
仮
説
と
し
て
睨
み
な
が
ら
審
理
の
対
象
を
考
え
る
点
は
断
獄
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
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審
理
の
対
象
は
承
審
官
が
決
め
ま
す
。
人
民
に
は
主
体
的
な
権
利
も
官
に

対
す
る
請
求
権
も
な
い
の
で
審
理
の
対
象
を
人
民
が
決
め
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
聴
訟
の
進
行
過
程
　［
具
呈
］　
人
民
は
利
益
を
得
ら
れ
る
と
考
え
た
と
き

進
ん
で
官
を
利
用
し
ま
す
。
細
案
は
告
訴
（「
呈
」、「
稟
」）
を
待
っ
て
動
き

出
す
訟
案
で
す
。
訴
状
（「
状
」、「
詞
」）
に
対
立
す
る
相
手
を
明
示
し
ま
す
。

訴
は
相
手
の
人
格
を
非
難
し
自
分
が
置
か
れ
た
不
当
な
状
況
を
述
べ
て
自
分

に
有
利
な
恩
恵
的
処
分
を
な
す
よ
う
に
官
を
促
す
請
願
で
す　　　 （22）

。

　
訴
状
を
受
け
取
っ
た
官
は
聴
訟
の
制
度
に
沿
う
こ
と
が
そ
の
紛
争
の
解
決

に
有
効
な
方
法
で
あ
る
か
、
原
告
に
聴
訟
の
利
益
が
あ
る
か
ど
う
か
、
法
と

証
拠
か
ら
見
て
保
護
が
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

を
見
て
審
理
手
続
を
進
め
る
か
ど
う
か
を
決
め
ま
す
。
手
続
を
進
め
る
の
を

准
と
い
い
斥
け
る
こ
と
を
駁
と
言
い
ま
す
。
こ
の
と
き
か
ら
既
に
法
廷
外
で

事
実
上
審
理
は
始
ま
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す　　　 （23）

。

　［
法
廷
審
理
前
の
手
続
］　
通
例
、
法
廷
を
開
く
前
に
令
状
（「
票
」、「
単
」）

を
与
え
て
衙
役
を
現
地
に
出
向
か
せ
ま
す
。
そ
し
て
紛
争
の
拡
大
を
防
ぐ
と

と
も
に
実
情
を
調
べ
た
り
証
拠
を
集
め
た
り
調
停
（「
調
処
」）
で
き
る
可
能

性
を
探
ら
せ
た
り
し
ま
す
。

訴状の右半分（淡新档案 22107 の 18）
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　［
法
廷
審
理
］　
法
廷
を
開
く
た
め
に
期
日
を
定
め
て
関
係
者
を
任
意
に
あ

る
い
は
強
制
的
に
出
頭
さ
せ
ま
す
。
こ
の
段
階
で
い
わ
ば
強
制
管
轄
と
な
り

ま
す
。
通
例
、
調
停
を
す
る
か
ど
う
か
は
審
理
が
あ
る
程
度
進
ん
で
か
ら
決

め
ま
す
。
調
停
は
官
員
が
証
拠
方
法
や
論
点
を
挙
げ
て
衙
役
に
命
じ
る
の
が

一
般
で
す
。
調
停
が
う
ま
く
い
け
ば
官
の
裁
可
を
経
て
紛
争
を
決
着
さ
せ
ま

す
。

　
証
拠
法
に
断
獄
と
の
間
に
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
滋
賀
秀
三
氏
は

事
実
認
定
は
衆
人
の
共
通
認
識
の
成
立
を
目
標
と
す
る
と
さ
れ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
た
め
の
は
っ
き
り
し
た
制
度
が
あ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん　　　 （24）

。
恐

ら
く
現
代
の
裁
判
も
主
権
者
た
る
国
民
が
共
通
し
て
納
得
す
る
事
実
認
定
を

目
標
に
し
て
い
ま
す
。
聴
訟
に
於
い
て
共
通
認
識
が
成
立
し
た
こ
と
の
認
定

を
含
め
て
事
実
認
定
は
承
審
官
の
心
証
に
よ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
す
。

　［
定
案
、
結
案
］　
審
理
は
一
回
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
回
を
重

ね
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
格
別
判
決
（「
堂
諭
」）
の
た
め
の
期
日
が
あ
る
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
判
決
は
法
廷
審
理
の
終
わ
り
に
口
頭
で
告
げ
後
刻
書
類

に
整
え
ま
す
。
原
告
と
被
告
を
判
決
の
名
宛
人
と
し
ま
す
。
定
案
し
た
と
き

は
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
誓
う
甘
結
を
提
出
さ
せ
て
州

県
で
結
案
し
ま
す
。
重
案
の
よ
う
な
定
擬
の
前
提
と
し
て
罪
状
に
対
す
る
認

訴状の左半分
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容
を
求
め
る
の
で
は
な
く
判
決
に
対
す
る
認
容
を
求
め
ま
す
。重
案
に
於
け
る
罪
状
の
認
容
と
同
じ
く
無
理
や
り
書
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

民
事
的
事
実
は
必
ず
し
も
自
分
が
な
し
た
行
為
で
は
な
い
の
で
当
事
者
が
正
し
く
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
法
理
を
調

整
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
判
決
へ
の
認
容
を
求
め
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
重
案
は
定
案
を
な
し
た
官
員
を
名
宛
人
と
し
て
結
案
す

る
の
で
あ
っ
て
そ
こ
に
は
判
決
を
言
い
渡
す
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

 

［
和
息
、
註

］　
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
官
と
人
民
は
共
働
し
て
い
ま
す
。
民
間
で
仲
介
者
（「
公
親
」）
が
間
に
入
っ
て
和
解
（「
和
息
」）

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
公
親
が
官
に
和
息
状
を
提
出
し
て
官
が
裁
可
し
た
後
に
当
事
者
が
遵
結
を
出
す
と
判
決
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
立
ち
消
え
に
な
る
事
案
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
勝
ち
目
が
な
い
と
見
た
と
き
の
よ
う
に
官
に
利
用
価
値
が
な
く
な
る
と
訴
を
放
置

す
る
当
事
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
官
は
結
着
を
見
届
け
る
必
要
は
な
い
の
で
そ
れ
以
上
進
ん
で
関
わ
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
事

案
を
消
去
し
ま
す
。
そ
れ
を
註

と
言
い
ま
す
。
訴
の
六
割
位
は
和
息
あ
る
い
は
註

で
終
わ
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
後
で
訴

が
蒸
し
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
官
は
必
し
も
形
式
論
で
斥
け
は
し
ま
せ
ん
。
判
決
に
確
定
力
は
な
い
の
で
す
。

 

執
行
　
判
決
と
一
致
す
れ
ば
主
張
に
重
み
が
付
く
し
官
も
判
決
の
履
行
の
た
め
の
配
慮
は
す
る
け
れ
ど
も
完
全
に
履
行
を
確
保
す
る
方
法
は

あ
り
ま
せ
ん
。
判
決
は
そ
も
そ
も
人
民
に
と
っ
て
は
外
的
な
存
在
で
あ
る
官
の
判
断
で
す
。
そ
れ
故
、
現
代
の
人
民
主
権
国
家
の
よ
う
な
予
め

承
認
し
て
い
る
制
度
の
中
の
義
務
違
反
者
に
対
す
る
強
制
で
は
な
く
て
、
外
か
ら
の
説
理
も
し
く
は
強
制
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
心
服

も
し
く
は
屈
服
か
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
ま
す
。

　
報
告
　
州
県
は
結
案
し
た
州
県
自
理
の
案
に
つ
い
て
上
級
官
衙
へ
定
期
的
に
報
告
し
ま
す
。
毎
月
末
に
上
司
（
府
、
道
、
司
、
督
撫
）
に
提

出
す
る
循
環
簿
、
四
柱
簡
明
清
冊
に
旧
管
（
前
月
よ
り
繰
越
）、
新
収
（
月
内
に
受
理
）、
開
除
（
月
内
に
解
決
）、
実
在
（
翌
月
に
繰
越
）
の

別
を
記
入
し
て
進
捗
情
況
を
報
告
し
ま
す
。
報
告
ま
で
含
め
て
見
た
と
き
聴
訟
は
多
く
を
州
県
に
委
ね
る
簡
略
化
し
た
稟
議
制
的
手
続
と
し
て

理
解
で
き
ま
す
。
地
方
で
す
べ
て
の
手
続
を
終
え
ま
す
。
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註
（1）
　
滋
賀
秀
三
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
―
―
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的
考
察
を
含
め
て
」（
滋
賀
著
書
二
所
収
）。

（2）
　
笞
杖
の
刑
を
科
す
る
刑
事
細
案
は
重
案
と
細
案
の
い
わ
ば
中
間
的
手
続
で
処
理
さ
れ
ま
す
。
州
県
が
上
申
し
て
順
に
覆
審
し
て
行
っ
て
督
撫
が
判
断
す

る
場
合
と
直
ち
に
督
撫
に
詳
文
で
上
申
し
督
撫
が
判
断
す
る
と
き
と（「
詳
結
」）州
県
が
判
断
し
執
行
し
た
後
に
督
撫
に
報
告
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。｛
鈴

木
秀
光
「
詳
結
―
清
代
中
期
に
お
け
る
軽
度
命
盗
案
件
処
理
」（
法
学
六
三
の
四
）｝。
い
ず
れ
の
場
合
も
犯
人
の
身
柄
は
州
県
に
置
か
れ
て
い
て
上
級
官
衙

が
な
す
の
は
書
類
審
査
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
督
撫
が
最
終
判
断
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（3）
　
本
稿
六
頁
。

（4）
　
官
衙
内
部
の
そ
の
官
衙
と
し
て
の
意
思
決
定
も
稟
議
制
的
で
す
。
例
え
ば
刑
部
の
堂
官
と
清
吏
司
の
間
や
按
察
司
の
按
察
使
と
房
の
間
で
は
下
僚
起
案
、

上
官
決
裁
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

（5）
　
重
大
事
案
ほ
ど
手
間
や
費
用
が
か
か
っ
て
も
真
実
を
追
究
し
ま
す
。

（6）
　
滋
賀
著
書
二
、七
一
頁
、
七
二
頁
。

（7）
　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅱ
）（
星
薬
論
集
三
〇
輯
）
四
頁
、
五
頁
。

（8）
　
死
亡
事
案
に
於
け
る
検
視
は
伍
作
と
呼
ば
れ
る
衙
役
が
し
ま
す
。
拙
稿
「
清
代
に
お
け
る
医
療
提
供
の
仕
組
み
と
違
法
な
治
療
に
対
す
る
処
罰
」｛
森
田

成
満
『
法
と
身
体
』（
国
際
書
院
、
二
〇
〇
五
）｝
所
収
。

（9）
　
拙
稿
「
清
代
の
人
命
事
案
に
於
け
る
事
実
認
定
の
仕
組
み
」（
星
薬
論
集
一
八
輯
）。

（10）
　
拙
稿
「
共
犯
者
が
逃
亡
し
て
い
る
と
き
の
清
代
刑
事
訴
訟
手
続
」（
同
右
書
一
四
輯
）。

（11）
　
木
間
正
道
、
鈴
木
賢
、
高
見
澤
磨
、
宇
田
川
幸
則
著
『
現
代
中
国
法
入
門
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
）
二
八
四
頁
。

（12）
　
拙
稿
（
本
註
10
）。

（13）
　
鈴
木
論
文
（
本
註
2
）
五
八
一
頁
。

（14）
　「
案
情
既
未
確
鑿
・
・
・
再
行
提
犯
研
鞫
」、「
案
情
既
多
疑
竇
」、「
案
情
種
種
可
疑
」、「
案
情
種
種
支
離
」。

（15）
　
駁
斥
が
あ
っ
た
と
き
、
関
係
し
た
官
員
個
人
の
責
任
を
追
及
し
ま
す
。
実
質
的
判
断
を
し
た
官
衙
程
責
任
が
重
い
の
で
あ
っ
て
そ
れ
故
下
級
官
衙
の
官

員
程
責
任
が
重
く
な
り
ま
す
。

（16）
　
三
節
註
7
参
照
。

（17）
　
本
稿
一
五
頁
。

（18）
　
寺
田
浩
明
「
自
理
と
上
申
の
間
―
―
清
代
州
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
命
案
処
理
の
実
態
」｛
夫
馬
進
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版

会
）、
二
〇
一
一
｝
所
収
。
鈴
木
秀
光
「
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け
る
州
県
官
の
対
応
に
関
す
る
一
考
察
―
―
淡
新
档
案
の
科
刑
事
例
を
一
例
に
」（
法
制
史
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研
究
六
二
）、
同
氏
「
杖
斃
考
―
―
清
代
中
期
死
刑
案
件
処
理
の
一
考
察
―
―
」（
中
国
―
―
社
会
と
文
化
一
七
）、
同
氏
「
清
末
就
地
正
法
考
」（
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
一
四
五
冊
）。
鈴
木
氏
は
杖
斃
や
就
地
正
法
と
律
例
と
を
規
範
と
し
て
同
じ
平
面
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
律
例
が
原
則
で

あ
り
杖
斃
等
は
律
例
を
調
整
す
る
法
理
と
し
て
理
解
す
る
の
が
至
当
で
す
。
基
礎
に
は
律
例
が
い
わ
ば
一
般
法
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て

杖
斃
等
を
や
め
た
と
き
に
再
立
法
の
手
続
を
経
ず
に
も
と
の
律
例
の
制
度
に
戻
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。。

（19）
　
拙
著
一
一
七
頁
以
下
。
滋
賀
秀
三
「
淡
新
档
案
の
初
歩
的
知
識
―
―
訴
訟
案
件
に
現
れ
る
文
書
の
類
型
」、「
清
代
州
県
衙
門
に
お
け
る
訴
訟
を
め
ぐ
る

若
干
の
所
見
―
―
淡
新
档
案
を
史
料
と
し
て
」、「
清
代
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
」（
い
ず
れ
も
滋
賀
著
書
四
に
収
載
）。

（20）
　
本
稿
（
Ⅱ
）（
星
薬
論
集
三
〇
輯
）
一
三
頁
。
滋
賀
著
書
二
、三
六
八
頁
。

（21）
　
五
章
、
六
章
で
詳
述
し
ま
す
。

（22）
　
官
に
対
す
る
請
求
権
を
人
民
は
持
た
な
い
こ
と
と
関
係
し
て
ど
う
し
て
ほ
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
記
さ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
な

く
て
も
手
続
は
進
め
ら
れ
ま
す
。

　
　
聴
訟
が
始
ま
っ
て
も
州
県
か
ら
直
ち
に
そ
れ
を
上
級
官
衙
へ
報
告
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
級
官
衙
が
指
揮
命
令
す
る
こ
と
は
な
く
州
県
が
独
立

し
て
判
断
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（23）
　
現
代
中
国
の
民
事
訴
訟
手
続
に
あ
る
立
案
に
類
似
し
ま
す
。

（24）
　
滋
賀
著
書
四
、一
八
九
頁
。

　
第
二
節
　
上
控

　
上
控
す
る
官
衙
　
地
方
官
衙
の
断
獄
や
聴
訟
を
巡
る
行
為
に
つ
い
て
上
級
官
衙
に
人
民
が
善
処
を
請
求
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（「
上
控
」）

た
だ
、
そ
れ
は
人
民
の
権
利
で
は
な
い
し
独
立
し
た
制
度
と
し
て
十
分
に
は
整
っ
て
い
ま
せ
ん
。
断
獄
や
聴
訟
の
外
か
ら
す
る
手
続
が
は
っ
き

り
し
な
い
行
為
故
、
人
民
は
定
擬
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
い
つ
で
も
、
ま
た
ど
こ
へ
で
も
事
実
上
有
利
な
と
こ
ろ
に
な
し
ま
す
。
時
に
は
中

央
官
衙
に
訴
え
る
（「
京
控
」）
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
請
求
す
る
の
に
時
間
的
な
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
張
内
容
も
限
定
さ
れ
ず
何
で
も
あ
り

得
ま
す　　　（1）

。
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上
控
に
対
す
る
処
理
　
官
は
人
民
に
請
求
権
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
む
げ
に
は
斥
け
ま
せ
ん
。
今
ま
で
ど
の
官
衙
に
係
属
し
て
い
た
か
を
見

な
が
ら
適
宜
処
理
し
た
の
で
し
ょ
う
。
断
獄
に
関
係
し
て
上
控
し
た
場
合
そ
の
手
続
に
組
み
込
ま
れ
て
同
化
し
事
実
上
招
解
制
度
を
補
充
し
ま

す
。
京
控
は
具
奏
、
咨
回
、
駁
斥
に
三
分
し
て
処
理
し
ま
す
。
例
え
ば
嘉
慶
年
間
に
は
督
撫
に
送
っ
た
り
欽
差
大
臣
を
派
遣
し
て
審
理
し
た
り
、

あ
る
い
は
刑
部
が
審
理
し
た
と
言
い
ま
す
。

註　
（1）
　
現
代
中
国
の
信
訪
制
度
に
似
て
い
ま
す
。

　
第
三
節
　
秋
審
と
勾
到
手
続　　　（1）

　
　
　
一
　
秋
審

　
秋
審
の
目
的
　
死
刑
犯
罪
の
う
ち
処
刑
を
急
ぐ
も
の
を
仕
分
け
し
て
立
決
と
し
て
抜
き
出
し
、
残
り
を
監
候
と
し
て
執
行
せ
ず
翌
年
の
秋
ま

で
に
も
う
一
度
見
直
し
ま
す
。
直
ち
に
処
刑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
凶
悪
な
犯
罪
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
に
は
減
刑
で
き
な
い
と
き
に

監
候
と
し
ま
す
。
立
決
と
す
る
べ
き
か
監
候
と
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
律
例
が
記
し
て
い
ま
す　　　（2）

。
そ
の
手
続
を
秋
審
と
呼
び
ま
す
。
情
実（
処

刑
相
当
）、緩
決
（
翌
年
の
秋
審
に
入
れ
る
）、可
矜
（
減
刑
）、留
養
（
父
母
の
介
護
の
た
め
の
釈
放
）
の
ど
れ
か
に
処
遇
す
る
こ
と
を
決
め
ま
す
。

明
代
に
始
ま
り
清
初
に
確
立
し
た
制
度
だ
と
言
い
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
判
断
を
一
年
遅
ら
せ
る
こ
と
か
ら
来
る
い
わ
ば
二
次
的
な
働
き
が
あ
り
ま
す
。
定
案
手
続
を
予
備
的
な
一
応
の
判
断
と
し
て
大
枠

の
事
実
認
定
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
の
監
候
事
案
も
纏
め
て
同
時
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
事
案
と
比
べ
ら
れ
る
の
で
死
刑
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の
適
用
の
均
衡
を
計
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
事
実
上
、
拘
禁
の
刑
罰
を
付
加
刑
と
し
て
科
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
減
刑

の
可
能
性
も
出
て
来
る
し
一
般
予
防
的
効
果
も
期
待
で
き
ま
す　　　（3）

。

　
秋
審
の
手
続　　　（4）

　
総
督
、
巡
撫
が
案
を
作
成
し
て
皇
帝
が
中
央
官
衙
に
諮
問
し
て
決
め
る
秋
審
の
手
続
は
断
獄
に
似
て
い
ま
す
。
諮
問
を
受

け
た
中
央
官
衙
は
督
撫
の
案
を
軸
に
審
理
し
ま
す
。
そ
れ
を
斥
け
る
と
き
は
代
案
を
示
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
皇
帝
は
上
申
に
沿
っ
て
時
に
は

督
撫
と
は
異
な
る
判
断
を
し
ま
す
。
督
撫
の
案
を
斥
け
る
と
き
は
差
し
戻
す
の
で
は
な
く
必
ず
結
論
を
出
す
の
で
あ
っ
て
典
型
的
な
稟
議
制
と

は
異
な
り
ま
す
。

　
督
撫
は
秋
審
截
止
日
期
ま
で
に
監
候
秋
後
処
決
と
な
っ
た
犯
人
を
再
び
取
り
調
べ
て
そ
の
処
遇
の
案
を
決
め
て
そ
れ
を
五
月
内
に
上
奏
し
ま

す　　　（5）

。（
外
省
秋
審
、
秋
審
題
本
）
そ
れ
が
刑
部
に
回
付
さ
れ
ま
す
。

　
皇
帝
か
ら
の
諮
問
を
受
け
て
そ
れ
を
審
査
す
る
中
央
に
於
け
る
手
続
を
準
備
す
る
刑
部
は
六
部
、
都
察
院
、
大
理
寺
、
通
政
使
司
の
堂
官
、

詹
事
、
六
科
の
給
事
中
、
十
五
道
の
監
察
御
史
が
参
加
し
て
八
、九
月
頃
に
開
か
れ
る
九
卿
会
審
に
提
出
す
る
秋
審
招
冊
を
作
成
し
ま
す
。
そ

こ
に
は
地
方
官
衙
が
作
っ
た
当
該
年
度
の
全
て
の
秋
審
事
案
が
纏
め
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
刑
部
と
し
て
の
意
見
を
纏
め
る
た
め
に
処

遇
の
案
を
記
す
本
文
（「
案
身
」）
と
末
尾
部
分
（「
部
尾
」）
か
ら
な
る
略
節
清
冊
と
呼
ば
れ
る
冊
子
を
年
末
か
ら
四
、五
月
頃
ま
で
に
作
成
し

ま
す　　　（6）

。
そ
の
後
、
再
調
査
（「
核
」）
の
必
要
が
あ
る
と
き
や
回
付
さ
れ
た
督
撫
の
意
見
を
見
て
部
内
の
持
ち
回
り
の
意
見
と
督
撫
の
意
見
と

が
一
致
し
な
い
と
き
（「
内
外
不
符
」、「
内
商
外
実
」、「
内
矜
外
緩
」）
は
七
月
頃
に
秋
審
処
の
官
員
に
よ
る
司
議
と
堂
官
の
堂
議
を
開
い
て
最

終
意
見
を
決
め
ま
す　　　（7）

。
九
卿
会
審
で
は
秋
審
招
冊
を
た
た
き
台
に
し
て
処
理
し
ま
す
。
そ
こ
で
改
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
は
招
冊
に
改

事
方
箋
と
呼
ば
れ
る
紙
片
を
貼
り
付
け
ま
す
。
会
議
の
結
論
を
皇
帝
に
上
奏
し
ま
す
。

　
　
　
二
　
勾
到
手
続

　
勾
到
と
は
秋
審
に
於
い
て
処
刑
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
者
（「
情
実
」）
の
中
か
ら
皇
帝
が
執
行
命
令
を
与
え
る
者
を
選
び
出
す
手
続
で
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す
。（「
勾
決
」）
情
実
に
含
ま
れ
て
も
処
刑
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
皇
帝
の
慈
悲
を
示
す
も
の
で
し
た
。
こ
の
手
続
は
清
初
に
始

ま
り
徐
々
に
整
備
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
情
実
の
犯
人
の
名
を
書
い
た
紙
に
皇
帝
が
朱
で
円
を
書
き
そ
の
線
が
横
切
っ
た
者
を
勾
決
と
し
た
と

い
う
説
明
と
刑
部
、
内
閣
、
軍
機
処
に
よ
っ
て
予
め
結
論
は
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
明
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
免
勾
と
さ
れ
た
者
は

次
の
秋
審
に
組
み
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

註
（1）
　
秋
審
に
関
し
て
は
高
遠
拓
児
、赤
城
美
恵
子
両
氏
が
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
遠
拓
児
「
秋
審
勾
決
考
―
清
代
に
お
け
る
死
刑
執
行
の
手
続
―
」

（
社
会
文
化
史
学
四
〇
）、「
清
代
秋
審
制
度
の
機
能
と
そ
の
実
際
」（
東
洋
史
研
究
六
三
、二
〇
〇
四
）「
清
代
の
刑
部
と
秋
審
文
書
」（
川
端
泰
博
『
明
清
史

論
集
―
―
中
央
大
学
川
越
研
究
室
二
十
周
年
記
念
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
）
等
。
赤
城
美
恵
子
「
可
矜
と
可
疑
―
―
清
朝
初
期
の
朝
審
手
続
及
び
事

案
の
分
類
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
法
制
史
研
究
五
四
、二
〇
〇
五
）、「「
緩
決
」
の
成
立
―
―
清
朝
初
期
に
お
け
る
監
候
死
罪
案
件
処
理
の
変
容
―
―
」（
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
一
四
七
、二
〇
〇
五
）、「
日
本
に
お
け
る
秋
審
研
究
の
紹
介
と
今
後
の
課
題
」（
中
国
史
学
会
、
二
〇
〇
七)

等
。

（2）
　
案
を
定
め
る
と
き
に
督
撫
が
律
例
に
沿
っ
て
監
候
に
定
擬
す
る
一
方
で
刑
が
軽
す
ぎ
る
と
し
て
直
ち
に
処
刑
す
る
よ
う
皇
帝
に
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
時
に
は
律
例
を
示
さ
な
い
で
皇
帝
の
善
処
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
請
旨
即
行
正
法
と
言
い
ま
す
。
条
例
と
さ
れ
て
一
般
的
な

制
度
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。｛
鈴
木
秀
光
「
請
旨
即
行
正
法
」
考
―
―
清
代
乾
隆
・
嘉
慶
期
に
お
け
る
死
刑
裁
判
制
度
の
一
考
察
―
―
」（
専
修
法

学
論
集
九
八
｝。
前
者
が
定
案
手
続
に
よ
く
見
か
け
る
両
請
に
、
後
者
が
夾
箋
声
明
に
該
当
し
ま
す
。

（3）
　
拙
稿
「
清
代
法
に
於
け
る
同
謀
共
殴
致
死
事
案
の
処
罰
の
仕
組
み
」（
星
薬
論
集
二
六
輯
）。

（4）
　
案
を
定
め
る
と
き
に
秋
審
で
な
す
べ
き
判
断
を
決
め
て
お
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
原
則
と
し
て
そ
れ
に
従
っ
て
処
断
し
た
の
で
し
ょ
う
。

（5）
　
犯
人
の
身
柄
を
省
ま
で
呼
び
出
し
て
（「
提
犯
」）
取
り
調
べ
る
の
が
原
則
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
官
の
方
か
ら
州
県
を
回
る
こ
と
も
あ
る
し
（「
巡
歴
制
」）

定
案
手
続
が
終
わ
っ
て
も
身
柄
を
省
に
留
め
て
州
県
に
（「
留
禁
省
城
」）
戻
さ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（6）
　
そ
れ
は
清
吏
司
の
書
吏
が
案
身
を
作
成
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
清
吏
司
の
担
当
官
が
案
身
を
添
削
し
て
部
尾
に
意
見
（「
看
語
」）
を

記
入
し
ま
す
。
次
い
で
秋
審
処
で
案
身
の
添
削
と
部
尾
看
語
の
記
入
を
し
ま
す
。
最
後
に
部
尾
に
堂
官
が
見
解
を
記
入
し
ま
す
。
こ
の
手
続
を
見
る
こ
と
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に
よ
っ
て
部
と
し
て
の
意
思
を
決
め
る
過
程
が
分
か
り
ま
す
。書
吏
が
お
お
よ
そ
の
案
を
作
り（「
擬
稿
」）担
当
の
司
官
が
意
見
を
記
し
て
素
案
を
作
り（「
定

稿
」）
最
後
に
堂
官
が
個
別
に
判
断
し
ま
す
。

（7）
　
史
料
と
し
て
残
る
不
符
冊
は
こ
の
堂
議
に
提
出
す
る
参
考
資
料
で
す
。
秋
審
招
冊
、
略
節
清
冊
の
部
尾
の
転
写
お
よ
び
司
議
の
結
論
（「
方
箋
」）
を
記

載
し
て
い
ま
す
。

　
　
因
み
に
、
稟
議
制
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
文
書
行
政
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
持
ち
回
り
で
意
思
決
定
を
な
す
の
が
清
代
官
僚
制
の
原
則

で
す
。
会
議
は
同
級
の
官
衙
の
間
あ
る
い
は
官
衙
内
部
の
同
級
の
官
員
の
間
の
意
見
を
調
整
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
の
み
開
か
れ
ま
す
。
中
央
諸
官
衙

の
官
員
が
集
ま
っ
て
会
議
を
開
く
三
法
司
の
会
議
と
か
九
卿
の
会
議
は
同
級
の
官
衙
間
の
意
見
を
調
整
す
る
も
の
で
す
。
中
央
の
正
官
が
複
数
い
る
官
衙

に
於
い
て
持
ち
回
り
の
手
続
の
結
果
部
内
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
や
地
方
の
作
っ
た
案
と
意
見
が
異
な
る
と
き
に
開
か
れ
る
会
議
は
官
衙
と
し
て
の

意
見
を
決
め
る
た
め
の
も
の
で
す
。
地
方
官
衙
の
正
官
は
単
独
制
で
あ
っ
て
官
衙
の
意
思
は
書
吏
に
命
じ
て
原
案
を
作
ら
せ
て
上
申
し
て
き
た
も
の
を
正

官
が
添
削
し
て
決
め
る
の
で
あ
り
本
来
会
議
は
し
ま
せ
ん
。

［
付
記
］

　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）（
星
薬
論
集
二
九
輯
）
二
頁
八
行
目
訴
訟
法
を
裁
判
の
手
続
に
改
め
ま
す
。
九
行
目
の
定
案
手
続
を
断
獄
と
聴
訟
の
仕
組
み
に

改
め
ま
す
。
十
行
目
に
第
二
節
　
上
控
と
挿
入
し
、
十
行
目
の
二
節
を
三
節
に
、
秋
審
手
続
を
秋
審
に
改
め
ま
す
。
同
（
Ⅲ
）（
同
書
三
〇
輯
）
一
三
頁
一
三
行

目
の
成
分
法
を
成
文
法
に
、
一
四
頁
四
行
目
の
全
体
的
解
法
を
全
体
的
解
決
に
訂
正
し
ま
す
。


