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民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
と
そ
の
周
辺

西
　
　
英
　

昭

　
　【
史
料
一
】
大
理
院
民
事
判
決
二
年
上
字
第
六
十
四
号

標
点
文

　
判
決

上
吿
人
　
　
梁
伍
氏
　
年
三
十
一
歲
　
廣
東
新
甯
縣
人
　
住
拱
日
門
京
寓
佛
照
樓

右
代
理
人
　
熊
垓
　
律
師

被
上
吿
人
即
附
帶
上
吿
人

伍
仲
銓
　
年
四
十
五
歲
　
廣
東
新
甯
縣
人
　
居
鄕
在
省
寄
寓
廣
埠
直
街
賓
華
棧

伍
胡
氏
　
年
四
十
三
歲
　
新
甯
縣
人
　
居
省
城
高
登
里

右
代
理
人
　
江
天
鐸
　
律
師

　
右
上
吿
人
對
於
中
華
民
國
元
年
十
月
二
十
七
日
︑
廣
東
高
等
審
判
廳
就
該
上
吿
人
與
伍
仲
銓
等
爭
充
監
護
人
一
案
︑
所
爲
第
二
審
判
決

聲
明
一
部
上
吿
︑
被
上
吿
人
亦
聲
明
一
部
附
帶
上
吿
︑
經
總
檢
察
廳
檢
察
官
朱
深
陳
述
意
見
︑
本
院
審
理
︑
判
決
如
左
︒
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主
文

　
原
判
關
於
定
監
護
人
之
部
分
撤
銷
︑
上
吿
人
及
被
上
吿
人
均
不
得
充
監
護
人
︒

　
被
上
吿
人
之
附
帶
上
吿
駁
回
︒

　
訴
訟
費
用
由
上
吿
人
及
被
上
吿
人
平
均
負
擔
︒

　
理
由

　
上
吿
意
旨
及
追
加
意
旨
並
對
於
附
帶
上
吿
之
意
旨
略
稱
︑︵
一
︶
現
行
法
規
並
無
出
嫁
女
不
能
爲
監
護
人
之
明
文
︑
上
吿
人
受
其
母
伍
何

氏
之
遺
囑
委
任
爲
監
護
人
︑
並
將
財
產
之
契
據
交
付
︑
自
應
有
效
︒
乃
原
審
竟
違
反
最
後
行
親
權
者
之
意
思
︑
判
被
上
吿
人
爲
監
護
人
︑
殊

屬
不
合
︒︵
二
︶
被
上
吿
人
所
呈
伍
何
氏
託
爲
監
護
人
之
函
︑
曾
自
認
信
皮
係
伊
親
筆
︑
足
證
函
係
僞
造
︑
原
審
不
究
此
函
之
來
源
︑
僅
以

信
函
非
其
筆
跡
一
語
即
認
爲
有
效
︑
未
免
偏
徇
︒
至
親
族
會
選
任
監
護
人
︑
現
行
法
上
旣
無
此
項
規
定
︑
自
不
能
發
生
效
力
︒
本
案
據
被

上
吿
人
所
言
︑
親
族
會
只
三
人
與
聞
︑
且
此
三
人
並
未
到
庭
證
明
︑
原
審
何
得
以
法
律
上
無
效
力
且
不
可
信
之
親
族
會
之
選
任
爲
根
據
︒
況

被
上
吿
人
於
未
分
家
時
盜
賣
家
產
︑
分
家
後
又
僞
造
官
文
書
︑
似
此
詐
欺
有
據
之
人
當
然
喪
失
監
護
人
資
格
︒︵
三
︶
被
上
吿
人
向
居
新
甯

縣
郷
間
︑
被
監
護
人
伍
永
昌
居
省
︑
相
隔
甚
遠
︑
斷
難
照
料
︒︵
四
︶
上
吿
人
於
遺
囑
及
僞
函
二
事
辯
白
︑
至
再
並
未
承
認
被
上
吿
人
之
言
︒

原
審
乃
謂
無
詞
可
辯
︑
即
據
此
以
爲
判
決
︑
實
不
可
解
︑
應
請
將
原
判
定
監
護
人
之
部
分
撤
銷
改
判
︑
至
被
上
吿
人
之
附
帶
上
吿
實
屬
毫

無
理
由
︑
應
請
駁
回
云
云
︒

　
答
辯
意
旨
及
追
加
意
旨
並
附
帶
意
旨
略
稱
︑︵
一
︶
我
國
習
慣
素
以
男
系
爲
重
︑
故
出
嫁
之
女
服
制
遞
降
︑
其
親
屬
關
係
薄
弱
可
知
︒
蓋

家
族
制
度
旣
經
保
留
女
系
外
親
︑
斷
無
更
入
他
家
爲
監
護
人
之
理
︒
況
上
吿
人
所
提
出
之
遺
囑
無
論
實
質
形
式
兩
不
完
備
︑
不
能
發
生
效

力
︒
且
被
上
吿
人
係
伍
家
家
長
︑
當
然
有
爲
監
護
人
之
權
義
︑
法
理
上
不
容
有
遺
囑
指
定
之
餘
地
︑
原
審
不
認
該
遺
囑
爲
有
效
︑
並
無
不
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合
︒︵
二
︶
伍
何
氏
所
寄
之
函
經
原
審
及
檢
察
官
鑑
定
︑
並
非
被
上
吿
人
筆
跡
︑
何
得
憑
空
指
爲
僞
造
︒
又
親
族
會
選
任
監
護
人
︑
現
行
法

上
雖
無
規
定
︑
然
律
例
中
所
稱
親
族
戶
族
公
議
等
語
︑
即
係
親
族
會
之
証
︒
我
國
習
慣
遇
有
重
要
事
件
︑
則
邀
親
族
會
議
處
理
︑
與
其
他

家
制
國
無
異
︑
何
得
指
爲
無
效
︒
按
之
各
國
法
例
關
於
會
員
之
數
多
少
不
一
︑
依
法
理
論
三
人
之
數
決
無
不
合
︑
況
被
上
吿
人
係
家
長
︑
即

無
親
族
會
之
選
定
︑
亦
當
然
爲
監
護
人
︒
至
所
稱
詐
欺
有
據
一
節
︑
被
上
吿
人
叔
嫂
向
無
買
賣
產
業
事
︑
何
用
此
僞
契
︒
上
吿
人
造
僞
契

以
誣
陷
︑
經
原
審
判
明
無
此
事
實
︑
是
毫
無
理
由
可
言
︒︵
三
︶
居
郷
居
省
於
法
律
上
不
成
問
題
︒︵
四
︶
上
吿
人
於
遺
囑
及
僞
函
二
事
︑
是

否
承
認
被
上
吿
人
之
言
︑
關
於
證
據
之
認
定
︑
原
無
關
係
︒
請
將
上
吿
駁
回
︒
至
附
帶
上
吿
之
意
旨
︑
上
吿
人
所
支
醫
藥
喪
葬
等
費
︑
未

經
親
族
會
核
算
多
寡
不
足
憑
︑
其
所
得
浮
財
衣
飾
爲
數
不
少
︑
原
判
令
被
上
吿
人
補
銀
二
百
二
十
三
兩
二
錢
︑
實
於
繼
承
財
產
不
無
損
害
︑

應
請
將
該
部
分
之
原
判
撤
銷
︑
免
其
補
銀
云
云
︒

　
總
檢
察
廳
檢
察
官
對
於
本
案
之
意
見
略
稱
︑
遺
囑
及
親
族
會
於
現
行
法
上
均
無
直
接
規
定
︑
若
謂
親
族
會
以
無
明
文
之
故
不
能
生
法
律

上
之
效
力
︑
則
以
同
一
論
法
︑
遺
囑
亦
不
能
爲
有
效
之
主
張
︒
況
請
求
內
容
係
指
定
監
護
人
︑
法
律
關
於
此
種
制
度
亦
無
明
文
︑
即
徵
諸

習
慣
或
準
之
條
理
︑
假
定
其
可
以
爲
此
項
之
請
求
︑
而
監
護
人
之
應
否
設
定
︑
以
被
監
護
人
於
法
律
上
有
效
存
在
爲
前
提
︑
申
而
言
之
︑
監

護
人
之
發
生
必
法
律
上
有
正
當
之
原
因
︑
否
則
基
本
行
爲
於
法
律
上
先
失
其
存
在
︑
則
關
係
於
基
本
行
爲
之
行
爲
縱
毫
無
可
議
︑
亦
無
所

附
麗
矣
︒
査
現
行
律
立
嫡
子
違
法
條
︑
不
准
立
異
姓
子
爲
嗣
︑
此
案
伍
何
氏
買
異
姓
兒
爲
嗣
孫
︑
命
名
永
昌
︑
其
行
爲
實
違
反
强
行
法
規
︑

應
屬
當
然
無
效
︑
被
監
護
人
於
法
律
上
旣
非
有
效
存
在
︑
無
論
依
何
方
式
指
定
何
人
爲
監
護
人
均
無
所
用
︑
故
兩
造
所
主
張
均
不
能
認
爲

有
正
當
理
由
︑
原
審
認
永
昌
爲
嗣
︑
及
判
令
親
族
會
所
選
出
之
伍
仲
銓
爲
監
護
人
︑
亦
不
能
認
爲
合
法
云
云
︒

　
本
院
査
︑
判
斷
民
事
案
件
應
先
依
法
律
所
規
定
︑
無
法
律
明
文
者
依
習
慣
法
︑
無
習
慣
法
者
則
依
條
理
︑
蓋
通
例
也
︒
現
在
民
國
民
法

法
典
尙
未
頒
行
︑
前
淸
現
行
律
關
於
民
事
各
規
定
繼
續
有
效
︑
自
應
根
據
以
爲
判
斷
︒
至
反
於
强
行
法
規
之
行
爲
︑
法
律
上
槪
認
爲
無
效
︑

無
效
行
爲
與
取
消
行
爲
異
︑
審
判
衙
門
應
不
待
當
事
人
之
聲
明
︑
當
然
認
定
其
無
效
︑
即
不
得
以
之
爲
斷
定
權
義
關
係
發
生
之
淵
源
︑
此

民
法
通
理
︑
而
我
國
現
行
民
事
法
規
亦
已
採
行
者
也
︒
本
案
上
吿
人
所
主
張
之
遺
囑
及
被
上
吿
人
所
主
張
之
親
族
會
︑
於
現
行
法
上
雖
無
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直
接
規
定
︑
然
如
律
例
中
所
稱
遺
命
戶
族
公
議
︑
是
即
遺
囑
及
親
族
會
之
變
稱
︑
惟
監
護
人
制
度
毫
無
明
文
之
可
言
︑
而
徵
諸
一
般
通
認

之
習
慣
法
︑
則
又
有
與
其
異
名
同
實
者
︑
託
孤
是
也
︒
託
孤
不
必
限
於
同
宗
︑
由
最
後
行
親
權
者
之
意
思
而
定
︑
且
其
效
力
恒
强
於
他
人

之
推
選
行
爲
︑
是
則
本
案
已
故
伍
何
氏
對
於
上
吿
人
假
令
果
有
遺
囑
︑
或
對
於
被
上
吿
人
果
有
函
託
︑
則
已
無
親
族
會
選
任
監
護
人
之
餘

地
︒
乃
被
上
吿
人
主
張
函
託
︑
復
謂
其
親
族
會
選
任
之
有
效
︑
並
以
己
爲
家
長
︑
當
然
應
認
爲
監
護
人
爲
言
︑
此
種
主
張
自
非
明
確
認
定
︑

其
託
孤
事
實
爲
不
存
在
︑
則
於
法
律
上
殊
無
理
由
之
可
言
︒
被
上
吿
人
旣
與
伍
何
氏
分
財
異
居
︑
對
於
伍
何
氏
之
家
屬
又
何
有
於
家
長
權
︒

原
審
因
誤
於
法
律
上
之
見
解
︑
遂
偏
重
親
族
會
︑
對
於
上
吿
人
所
呈
遺
囑
及
被
上
吿
人
所
呈
信
函
究
係
孰
眞
孰
僞
︑
並
未
能
依
法
調
査
︑
盡

職
權
上
應
盡
之
能
事
︑
實
於
法
有
所
不
合
︒
按
照
現
例
本
有
發
還
更
行
審
理
之
理
由
︑
惟
據
原
審
記
錄
︑
伍
何
氏
買
異
姓
兒
永
昌
爲
嗣
孫
︑

以
繼
早
殤
之
親
生
子
︑
此
項
事
實
兩
造
於
原
審
並
無
爭
執
︑
而
按
之
現
行
律
例
︑
異
姓
亂
宗
實
爲
强
行
法
規
所
禁
制
︑
此
種
立
嗣
行
爲
即

屬
當
然
無
效
︑
審
判
衙
門
自
應
本
於
前
示
法
則
經
予
宣
吿
︑
斷
不
能
以
之
爲
他
種
權
義
關
係
發
生
之
淵
源
︑
即
不
得
認
爲
受
託
孤
人
地
位

之
成
立
及
其
管
理
財
產
權
存
在
之
基
礎
︑
原
判
於
此
更
未
顧
及
︑
尤
屬
違
法
︒
則
本
案
當
事
人
兩
造
之
主
張
根
本
上
均
屬
不
能
成
立
︑
至

被
上
吿
人
附
帶
上
吿
︑
請
將
原
判
補
銀
之
部
分
撤
銷
一
節
︑
査
原
審
認
定
事
實
稱
︑
伍
何
氏
去
世
所
有
醫
藥
喪
葬
各
事
悉
由
上
吿
人
經
理
︑

不
敷
之
數
亦
由
籌
支
︑
判
還
銀
兩
︑
實
無
虛
虧
︒
第
一
審
曾
調
閱
上
吿
人
繳
呈
賬
簿
單
據
屬
實
︑
原
審
即
根
據
此
項
證
據
認
定
事
實
︑
而

爲
判
斷
︑
尙
無
不
合
︒
且
被
上
吿
人
旣
不
能
任
監
護
之
責
︑
不
能
管
理
繼
承
財
產
之
負
擔
︑
尤
與
被
上
吿
人
無
涉
︑
自
應
無
庸
置
議
︒

　
據
以
上
理
由
︑
應
將
原
判
關
於
定
監
護
人
之
部
分
撤
銷
︑
上
吿
人
及
被
上
吿
人
均
不
得
充
監
護
人
︑
至
繼
承
財
產
依
法
自
應
至
適
法
嗣

子
立
定
之
日
止
︑
由
事
實
上
現
在
管
理
財
產
人
暫
予
經
理
︑
而
不
得
有
處
分
之
行
爲
︑
其
被
上
吿
人
之
附
帶
上
吿
︑
應
認
爲
無
理
由
︑
即

予
駁
回
︒
本
案
訴
訟
費
用
︑
依
現
行
法
例
︑
應
由
上
吿
人
及
被
上
吿
人
平
均
負
擔
︑
特
爲
判
決
如
右
︒

　
中
華
民
國
二
年
七
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
理
院
民
庭
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審
判
長
　
推
事
　
姚
　
震
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
胡
詒
穀
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
林
行
規
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
黃
德
章
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
陸
鴻
儀
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
理
院
書
記
官
　
沈
兆
奎
　
印

︵
出
典
:﹃
大
理
院
判
決
錄
﹄︵
民
國
二
年
七
月
分
︶︵
大
理
院
書
記
廳
︑
一
九
一
三
年
︶︑
句
読
点
筆
者
︑
な
お
古
字
・
俗
字
は
正
字
に
改
め
た
︵
囘
↓
回
︑

决
↓
決
な
ど
︶︒︶

訓
読
文
（
本
院
査
…
以
下
の
み
）

　
本
院
査
す
る
に
︑
民
事
案
件
を
判
斷
す
る
に
は
應
に
先
づ
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
く
し
て
︑
法
律
に
明
文
無
き
者
は
習
慣
法
に

依
り
︑
習
慣
法
無
き
者
は
則
ち
條
理
に
依
る
は
︑
蓋
し
通
例
な
り
︒
現
在
民
國
の
民
法
法
典
は
尙
ほ
未
だ
頒
行
せ
ず
︑
前
淸
の
現
行
律
の

民
事
に
關
す
る
各
規
定
は
繼
續
し
て
有
效
た
れ
ば
︑
自

お
の
づ
から
應
に
根
據
し
て
以
て
判
斷
を
爲
す
べ
し
︒
强
行
法
規
に
反
す
る
の
行
爲
に
至
り

て
は
︑
法
律
上
は
槪
ね
認
め
て
無
效
と
爲
し
︑
無
效
行
爲
は
取
消
行
爲
と
異
な
り
︑
審
判
衙
門
は
應
に
當
事
人
の
聲
明
を
待
た
ず
し
て
︑
當

然
に
其
の
無
效
を
認
定
す
べ
く
︑
即
ち
之
を
以
て
權
義
關
係
の
發
生
の
淵
源
と
斷
定
を
爲
す
を
得
ざ
る
は
︑
此
れ
民
法
の
通
理
に
し
て
︑
而

し
て
我
國
の
現
行
の
民
事
法
規
も
亦
た
已
に
採
行
せ
る
者
な
り
︒
本
案
の
上
吿
人
の
主
張
す
る
所
の
遺
囑
及
び
被
上
吿
人
の
主
張
す
る
所

の
親
族
會
は
︑
現
行
法
上
に
お
い
て
は
直
接
の
規
定
無
し
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
律
例
中
稱
す
る
所
の
遺
命
・
戶
族
公
議
の
如
き
は
︑
是
れ

即
ち
遺
囑
及
び
親
族
會
の
變
稱
に
し
て
︑
惟
ふ
に
監
護
人
制
度
は
毫
も
明
文
の
言
ふ
可
き
無
き
も
︑
而
し
て
諸こ

れ

を
一
般
通
認
の
習
慣
法
に

徵
す
る
に
︑
則
ち
又
た
其
と
異
名
同
實
な
る
者
有
り
て
︑
託
孤
是
れ
な
り
︒
託
孤
は
必
ず
し
も
同
宗
に
限
ら
ず
︑
最
後
に
親
權
を
行
ふ
者
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の
意
思
に
由
り
て
定
ま
り
︑
且
つ
其
の
效
力
は
恒
に
他
人
の
推
選
行
爲
よ
り
も
强
く
︑
是
れ
則
ち
本
案
已
に
故
せ
る
伍
何
氏
の
上
吿
人
に

對
し
假た

と
ひ令
果
し
て
遺
囑
有
れ
ど
も
︑
或
い
は
被
上
吿
人
に
對
し
果
し
て
函
託
有
れ
ど
も
︑
則
ち
已
に
親
族
會
の
監
護
人
を
選
任
す
る
の
餘

地
無
し
︒
乃す

な
はち
被
上
吿
人
の
函
託
を
主
張
し
︑
復
た
其
の
親
族
會
の
選
任
の
有
效
を
謂
ひ
︑
並
に
己
を
以
て
家
長
と
爲
し
︑
當
然
に
應
に

認
め
て
監
護
人
と
爲
す
べ
し
と
の
言
を
爲
す
も
︑
此
の
種
の
主
張
は
自
ら
明
確
に
其
の
託
孤
の
事
實
の
不
存
在
た
る
を
認
定
す
る
に
非
ず

し
て
︑
則
ち
法
律
上
に
お
い
て
殊
に
理
由
の
言
ふ
べ
き
無
し
︒
被
上
吿
人
は
旣
に
伍
何
氏
と
財
を
分
け
居
を
異
に
す
れ
ば
︑
伍
何
氏
の
家

屬
に
對
し
又
た
何
ぞ
家
長
權
有
ら
ん
や
︒
原
審
は
法
律
上
の
見
解
を
誤
れ
る
に
因
り
︑
遂
に
親
族
會
を
偏
重
し
︑
上
吿
人
の
呈
す
る
所
の

遺
囑
及
び
被
上
吿
人
の
呈
す
る
所
の
信
函
の
究
め
て
孰
れ
か
眞
・
孰
れ
か
僞
に
係
る
や
に
對
し
て
︑
並
び
に
未
だ
法
に
依
り
調
査
し
︑
職

權
上
應
に
盡
す
べ
き
の
能
事
を
盡
す
能
は
ざ
る
は
︑
實
に
法
に
於
て
合
は
ざ
る
所
有
り
︒
現
例
を
按
照
す
る
に
本も

と
發
還
し
て
更
に
審
理

を
行
ふ
の
理
由
有
る
に
︑
惟
だ
原
審
の
記
錄
に
據
れ
ば
︑
伍
何
氏
は
異
姓
の
兒
・
永
昌
を
買
ひ
て
嗣
孫
と
爲
し
︑
以
て
早
殤
の
親
生
子
を

繼
が
し
む
る
に
︑
此
項
の
事
實
は
兩
造
原
審
に
於
て
並
び
に
爭
執
す
る
こ
と
無
く
︑
而
し
て
之
を
現
行
律
例
に
按
ず
る
に
︑
異
姓
亂
宗
は

實
に
强
行
法
規
の
禁
制
す
る
所
と
爲
せ
ば
︑
此
種
の
立
嗣
行
爲
は
即
ち
當
然
無
效
に
屬
し
︑
審
判
衙
門
は
自
ら
應
に
前
示
の
法
則
に
本
づ

き
予
め
宣
吿
を
經
る
べ
く
︑
斷
じ
て
之
を
以
て
他
種
の
權
義
關
係
發
生
の
淵
源
と
爲
す
能
は
ず
し
て
︑
即
ち
認
め
て
託
孤
を
受
く
る
人
の

地
位
の
成
立
及
び
其
の
財
產
を
管
理
す
る
の
權
の
存
在
の
基
礎
と
爲
す
を
得
ざ
る
に
︑
原
判
此
に
於
て
更
に
未
だ
顧
及
せ
ざ
る
は
︑
尤
も

違
法
に
屬
す
︒
則
ち
本
案
の
當
事
人
兩
造
の
主
張
は
根
本
上
均
し
く
成
立
す
る
能
は
ざ
る
に
屬
し
︑
被
上
吿
人
の
附
帶
上
吿
に
原
判
の
補

銀
の
部
分
も
て
撤
銷
を
請
ふ
の
一
節
に
至
り
て
は
︑
査
す
る
に
原
審
の
認
定
事
實
に
稱
す
ら
く
︑
伍
何
氏
世
を
去
る
に
所あ

ら
ゆ
る有
醫
藥
・
喪
葬

各
事
は
悉
く
上
吿
人
に
由
り
經
理
し
︑
不
敷
の
數
も
亦
た
籌
支
せ
る
に
由
る
に
︑
判
じ
て
銀
兩
を
還
せ
ば
︑
實
に
虛
虧
無
し
︒
第
一
審
曾

て
上
吿
人
の
繳
呈
せ
る
賬
簿
單
據
を
調
閱
す
る
は
實
に
屬
し
︑
原
審
即
ち
此
項
の
證
據
に
根
據
し
て
事
實
を
認
定
し
︑
而
し
て
判
斷
を
爲

す
は
︑
尙
ほ
合
は
ざ
る
無
し
︒
且
つ
被
上
吿
人
旣
に
監
護
の
責
に
任
ず
る
能
は
ざ
れ
ば
︑
繼
承
財
產
の
負
擔
を
管
理
す
る
能
は
ず
し
て
︑
尤

も
被
上
吿
人
と
涉
る
無
く
︑
自
ら
應
に
議
を
置
く
を
庸
ゐ
る
こ
と
無
か
る
べ
し
︒
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以
上
の
理
由
に
據
り
︑
應
に
原
判
の
監
護
人
を
定
む
る
に
關
す
る
部
分
も
て
撤
銷
し
︑
上
吿
人
及
び
被
上
吿
人
は
均
し
く
監
護
人
に
充

つ
る
を
得
ず
し
て
︑
繼
承
財
產
に
至
り
て
は
法
に
依
り
自
ら
應
に
適
法
の
嗣
子
の
立
定
に
至
る
の
日
に
止
め
︑
事
實
上
現
在
財
產
を
管
理

せ
る
人
に
由
り
暫
く
經
理
を
予ゆ

る

し
︑
而
し
て
處
分
の
行
爲
有
る
を
得
ざ
る
べ
く
︑
其
の
被
上
吿
人
の
附
帶
上
吿
は
︑
應
に
認
め
て
理
由
無

し
と
爲
す
べ
く
︑
即
ち
駁
回
を
予ゆ

る

す
︒
本
案
の
訴
訟
費
用
は
︑
現
行
法
例
に
依
り
︑
應
に
上
吿
人
及
び
被
上
吿
人
に
由
り
平
均
し
て
負
擔

す
べ
し
︑
特
に
判
決
を
爲
す
こ
と
右
の
如
し
︒

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
こ
の
史
料
は
中
華
民
国
北
洋
政
府
期
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
た
大
理
院
の
民
事
判
例
の
一
つ
で
あ
る
︒

　
清
朝
末
期
︑
日
本
人
顧
問
を
招
い
て
近
代
的
な
法
典
の
編
纂
が
行
わ
れ
︑
民
法
に
つ
い
て
も
松
岡
義
正
が
起
草
に
関
与
し
て
大
清
民
律

草
案
が
作
成
さ
れ
た
が
︑
清
朝
の
倒
壊
に
よ
っ
て
公
布
・
施
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
中
華
民
国
に
入
っ
て
か
ら
は
︑
大
清
現
行
刑
律
の

民
事
に
関
す
る
部
分
が
当
面
の
民
事
法
と
し
て
援
用
さ
れ
た
︒
正
式
な
民
法
が
な
い
中
で
裁
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況

に
立
ち
至
っ
た
大
理
院
は
︑
自
ら
が
下
す
判
例
の
要
旨
に
当
た
る
部
分
を
抽
出
し
︑“
判
例
法
”
的
な
形
で
機
能
さ
せ
て
実
質
的
な
立
法
を

行
い
︑
民
法
不
在
の
状
況
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
︑
と
さ
れ
て
き
た
︒

　
本
判
例
は
そ
の
劈
頭
に
位
置
し
︑﹁
民
事
案
件
を
判
断
す
る
に
は
ま
ず
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
き
で
あ
り
︑
法
律
に
明
文
が
無
い

も
の
は
習
慣
法
に
依
り
︑
習
慣
法
が
無
い
も
の
は
条
理
に
依
る
﹂
と
の
大
原
則
を
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
夙
に
有
名
で
あ
る
︒
こ
の
原
則

は
後
に
中
華
民
国
民
法
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
明
治
日
本
に
お
い
て
も
同
趣
旨
の
法
令
︵
裁
判
事
務
心
得
︶
が
存
在
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
の
近
代
化
の
一
齣
と
し
て
重
要
な
内
容
を
含
む
も
の
と
言
え
る
︵
1
︶︒

　
逆
に
こ
の
判
例
要
旨
の
み
が
有
名
に
な
り
す
ぎ
た
た
め
︑
実
際
の
と
こ
ろ
紛
争
本
体
で
は
当
事
者
は
何
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
た
の
か
︑
ま

た
そ
の
争
い
と
判
例
要
旨
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
詳
細
に
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︵
2
︶︒
こ
の
判
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例
は
中
華
民
国
北
洋
政
府
期
の
法
の
あ
り
方
︑
ま
た
そ
の
背
後
に
あ
る
実
際
の
事
件
と
の
関
わ
り
を
見
て
ゆ
く
上
で
格
好
の
素
材
と
な
る
︒

　
な
お
︑
裁
判
所
が
下
す
判
断
で
あ
る
数
あ
る
﹁
判
決
﹂
の
う
ち
︑
特
に
今
後
も
そ
の
内
容
に
従
う
べ
き
有
用
な
も
の
と
判
断
さ
れ
た
も

の
を
﹁
判
例
﹂
と
呼
ん
で
区
別
し
︵
戦
後
台
湾
で
も
そ
の
よ
う
な
区
別
が
存
在
し
た
︶︑
両
者
を
併
せ
て
﹁
判
決
例
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
︑

初
心
者
の
う
ち
は
そ
こ
ま
で
神
経
質
に
な
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
︒
よ
り
重
要
な
の
は
ま
ず
は
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　
今
回
扱
う
大
理
院
判
決
例
の
原
本
は
中
国
・
南
京
に
あ
る
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
︑
昨
今
ほ
ぼ
非
公
開
の
状
態

に
あ
る
︒
そ
の
一
部
分
は
中
國
第
二
歷
史
檔
案
館
編
﹃
北
洋
政
府
檔
案
﹄︵
中
國
檔
案
出
版
社
・
二
〇
一
〇
年
︶
と
し
て
影
印
出
版
さ
れ
た
が
︑

こ
れ
と
は
別
に
主
要
・
著
名
な
判
例
を
選
び
訓
点
を
施
し
て
整
理
し
た
黃
源
盛
纂
輯
﹃
大
理
院
民
事
判
例
輯
存
﹄
全
一
一
冊
︵
元
照
出
版

︵
總
則
篇
︶
／
犂
齋
社
︵
債
權
篇
・
物
權
篇
・
親
屬
篇
・
承
繼
篇
︶・
二
〇
一
二
年
︶
及
び
黃
源
盛
纂
輯
﹃
大
理
院
刑
事
判
例
輯
存
﹄
全
八
冊
︵
犂
齋

社
・
二
〇
一
三
年
︶
が
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
こ
ち
ら
の
方
が
読
み
や
す
い
︒
民
国
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
大
理
院
編
﹃
大
理
院
判
決
錄
﹄︵
民

國
元
年
九
︱
一
二
月
分
~
民
國
三
年
七
月
分
︶︵
大
理
院
・
一
九
一
二
~
一
九
一
五
年
︵
？
︶︶
や
天
虛
我
生
﹃
司
法
指
南
大
理
院
民
事
判
決
例
﹄
甲

~
庚
編
︵
中
華
圖
書
館
・
一
九
一
六
~
一
九
一
八
年
︶
も
稀
覯
本
な
が
ら
参
照
出
来
る
︵
3
︶︒
な
お
同
一
判
決
例
に
つ
い
て
複
数
の
版
本
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
場
合
は
︑
テ
キ
ス
ト
の
校
勘
を
行
っ
た
方
が
良
い
︒
時
に
思
わ
ぬ
字
句
の
欠
落
や
異
同
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
︒

　
こ
の
裁
判
に
登
場
す
る
両
当
事
者
の
出
身
地
は
﹁
廣
東
新
甯
縣
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
地
図
を
見
て
も
出
て

こ
な
い
︑
と
迷
っ
た
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
︒
中
華
民
国
期
の
地
図
と
し
て
は
丁
文
江
・
翁
文
灝
・
曾
世
英
編
﹃
中
華
民
國
新
地
圖
﹄

︵
申
報
館
・
一
九
三
四
年
︶
が
詳
細
で
使
い
勝
手
も
良
い
︒
こ
れ
で
探
し
て
み
る
と
広
州
の
南
南
西
一
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
台
山
︵
新

寧
︶
と
あ
る
の
が
見
え
る
︵
第
四
四
圖
︶︒
清
朝
期
に
遡
っ
て
谭
其
骧
主
编
﹃
中
国
历
史
地
图
集
﹄
第
八
册 

清
时
期
︵
地
图
出
版
社
・
一
九
八
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七
年
︶
で
探
し
て
み
る
と
︑
新
寧
の
地
名
が
見
え
︑
現
在
の
地
名
は
台
山
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
い
う
際
に
は
新
編
地
方
志
で
確
認
す
る

の
が
良
い
︒
台
山
市
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
﹃
台
山
縣
志
﹄︵
廣
東
人
民
出
版
社
・
一
九
九
五
年
︶
で
は
﹁︹
中
華
民
国
︺
三
年
︵1914

︶︐
新
宁

县
改
名
台
山
县
﹂︵
一
一
頁
︶
と
あ
る
︒
本
件
は
改
名
前
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
た
め
︑
古
い
県
名
で
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
な

お
﹁
甯
﹂
と
﹁
寧
﹂
の
字
は
異
な
る
の
で
は
と
気
に
な
る
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
の
二
つ
は
同
じ
字
と
し
て
古
来
通
用
さ
れ
て

お
り
︑
さ
ら
に
本
件
で
は
避
諱
と
い
っ
て
︑
皇
帝
の
本
名
︵
こ
の
場
合
具
体
的
に
は
道
光
帝
の
諱
で
あ
る
綿
寧
︵
即
位
後
は
旻
寧
︶︶
に
用
い
ら
れ

た
﹁
寧
﹂
の
字
を
敬
し
て
避
け
︑﹁
甯
﹂
と
表
記
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
既
に
清
朝
か
ら
中
華
民
国
に
代
っ
て
い
る
の
で
皇
帝
に

遠
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
ば
な
い
の
だ
が
︑
旧
来
の
表
記
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
︒

　
判
決
例
に
登
場
す
る
裁
判
官
・
弁
護
士
︵
律
師
︶
に
つ
い
て
も
そ
の
人
と
な
り
が
分
か
れ
ば
手
掛
か
り
の
一
つ
に
な
る
︒
民
国
期
の
法

曹
関
係
者
を
探
す
の
は
一
苦
労
だ
が
︑
ま
ず
は
徐
友
春
主
編
﹃
民
國
人
物
大
辭
典
︹
增
訂
版
︺﹄
上
下
卷
︵
河
北
人
民
出
版
社
・
二
〇
〇
七
年
︶︑

陈
玉
堂
编
﹃
中
国
近
现
代
人
物
名
号
大
辞
典
︹
全
编
增
订
本
︺﹄︵
浙
江
古
籍
出
版
社
・
二
〇
〇
五
年
︶
を
当
た
る
の
が
定
番
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ

に
載
っ
て
い
な
い
場
合
︑
同
時
代
の
日
本
側
の
人
名
辞
典
に
載
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒
外
務
省
政
務
局
﹃
現
代
支
那
人
名
鑑
﹄︵
外
務
省

政
務
局
・
一
九
一
二
︑
一
九
一
六
年
︶︑
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
支
那
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
調
査
部
・
一
九
二
五
︑
一
九
二
八
年
︶︑
外
務
省
情

報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一
九
三
七
年
︶
あ
た
り
を
探
し
て
み
よ
う
︒
清
末
民
初
を
跨
ぐ
時
期
に

活
躍
し
た
人
物
で
あ
れ
ば
北
京
敷
文
社
編
﹃
最
近
官
紳
履
歷
彙
錄 

第
一
集
﹄︵
北
京
敷
文
社
・
一
九
二
〇
年
︶
が
有
用
で
あ
る
︒

　
本
件
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
以
上
の
辞
典
か
ら
全
て
拾
え
る
︵
4
︶︒
姚
震
︵
一
八
八
四
︱
一
九
三
五
︑
一
九
〇
八
年
早
稲
田
大
学
専
門
部
法
律

科
卒
︶︑
胡
詒
穀
︵
一
八
八
五
︱
？
︑
イ
リ
ノ
イ
大
学
法
学
部
卒
︶︑
林
行
規
︵
一
八
八
四
︱
？
︑
ロ
ン
ド
ン
大
学
卒
︶︑
黃
德
章
︵
一
八
七
二
︵
？
︶

︱
？
︑
一
九
〇
五
年
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
入
学
︑
大
清
民
律
草
案
の
親
属
・
継
承
編
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
朱
獻
文
︵
5
︶
と
同
期
︶︑
陸
鴻
儀
︵
一

八
八
四
︱
？
︑
進
士
︶
と
海
外
留
学
組
が
多
数
︑
黃
を
除
け
ば
判
決
当
時
皆
三
〇
歳
前
後
で
あ
る
︒
総
検
察
官
と
し
て
登
場
す
る
朱
深
︵
一

八
七
九
︱
一
九
四
三
︶
は
一
九
一
二
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
ド
イ
ツ
法
兼
修
卒
業
︑
末
弘
嚴
太
郎
と
同
期
で
あ
る
︒
弁
護
士
の
う
ち
江
天
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鐸
︵
一
八
七
八
︱
一
九
四
〇
︑
一
九
〇
七
年
早
稲
田
大
学
専
門
部
政
治
経
済
科
卒
︶
は
辞
典
に
出
て
く
る
が
︑
熊
垓
は
出
て
こ
な
い
︒
彼
に
つ
い

て
は
中
国
版W

ikipedia

︵
维
基
百
科
︶
に
項
目
が
立
っ
て
い
る
が
︑
情
報
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
し
っ
か
り
と
史
料
で
裏
を
取
る
よ
う
に
し
よ

う
︒
ち
な
み
に
熊
垓
は
一
九
〇
五
年
東
京
法
学
院
︵
現
在
の
中
央
大
学
︶
卒
︑
そ
の
後
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
選
科
に
在
籍
し
︑
民
国
期
に

は
外
交
官
・
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
た
︵
6
︶︒

　
以
上
の
法
曹
関
係
者
は
と
も
か
く
︑
原
告
・
被
告
に
な
っ
て
い
る
両
当
事
者
は
一
般
人
で
あ
り
︑
余
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
人
名
辞
典

に
は
出
て
こ
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
両
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
両
当
事
者
や
裁
判
官
た
ち
に
と
っ
て
は
既

知
の
情
報
で
あ
り
︑
判
決
内
で
詳
細
に
両
者
の
関
係
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
下
級
審
の
記
録
が
残
っ
て
い
れ
ば
︑
そ

れ
ら
を
順
に
読
む
こ
と
で
か
な
り
よ
く
分
か
る
の
だ
が
︑
本
判
決
の
よ
う
に
大
理
院
判
決
し
か
当
面
手
元
に
な
い
︑
と
い
う
場
合
は
情
報

量
が
限
ら
れ
︑
復
元
が
難
し
い
こ
と
が
あ
る
︒

　
本
判
決
の
片
言
隻
句
の
中
か
ら
当
事
者
間
の
関
係
を
示
す
も
の
を
拾
い
上
げ
る
と
︑
ま
ず
﹁
上
吿
人
は
其
母
伍
何
氏
の
遺
囑
を
受
け
︙
﹂

と
あ
る
の
で
︑
伍
何
氏
と
梁
伍
氏
が
母
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
︑
ま
た
﹁
伍
何
氏
は
異
姓
の
兒
・
永
昌
も
て
嗣
孫
と
爲
し
︑
以
て
早
殤

の
親
生
子
を
繼
が
し
む
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
梁
伍
氏
の
兄
弟
が
早
世
し
︑
そ
の
跡
継
ぎ
の
地
位
に
永
昌
な
る
人
物
が
当
て
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
他
方
上
告
人
・
梁
伍
氏
の
﹁
況
ん
や
被
上
吿
人
未
だ
分
家
せ
ざ
る
時
に
お
い
て
家
產
を
盜
賣
し
︙
﹂
と
あ
る

主
張
に
対
し
被
上
告
人
・
伍
仲
銓
は
﹁
被
上
吿
人
は
叔
嫂
に
て
向
き
に
產
業
を
買
賣
せ
る
事
無
し
﹂
と
答
弁
し
て
お
り
︑
こ
の
﹁
嫂
﹂
即

ち
兄
の
妻
が
伍
何
氏
を
指
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒

　
以
上
の
人
物
関
係
の
み
な
ら
ず
︑
訴
訟
に
お
い
て
具
体
的
に
何
が
争
わ
れ
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
︑
当
事
者
に
と
っ
て

は
既
知
の
事
柄
で
あ
る
た
め
︑
詳
細
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒
判
決
に
お
い
て
は
冒
頭
に
お
い
て
主
文
と
し
て
端
的
に
結
論
が
述
べ
ら

れ
︑
上
告
人
・
被
上
告
人
の
主
張
が
簡
単
に
整
理
さ
れ
た
後
︑
大
理
院
の
判
断
が
述
べ
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
︑
こ
の
判
決
中
の
様
々

な
情
報
に
つ
い
て
幾
度
も
読
み
返
し
て
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒
下
級
審
の
判
決
か
ら
順
に
読
め
れ
ば
時
系
列
的
に
整
理
し
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や
す
い
が
︑
無
理
で
あ
る
と
な
っ
た
場
合
に
は
大
理
院
判
決
に
述
べ
ら
れ
る
中
か
ら
争
い
の
経
緯
を
復
元
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒

　
本
判
決
の
最
大
の
争
点
は
上
告
人
・
被
上
告
人
の
何
れ
が
永
昌
の
監
護
人
の
地
位
に
立
つ
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
上
告
人
・
梁
伍
氏

は
監
護
に
つ
き
母
・
伍
何
氏
か
ら
遺
嘱
が
あ
っ
た
と
し
︑
被
上
告
人
・
伍
仲
銓
は
伍
何
氏
か
ら
函
託
即
ち
書
簡
に
よ
る
要
請
が
あ
り
︑
ま

た
親
族
会
で
監
護
人
と
し
て
自
身
が
選
任
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
自
身
が
伍
家
の
家
長
で
あ
る
か
ら
監
護
人
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
︒
原
審
の
高
等
裁
判
所
で
は
伍
仲
銓
の
勝
訴
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
︑
こ
れ
を
不
服
と
し
て
梁
伍
氏
は
上
告
︑
応
じ
た
伍
仲

銓
は
附
帯
上
告
︵
上
告
に
対
し
︑
被
上
告
人
が
原
判
決
の
う
ち
で
自
己
に
不
利
益
な
部
分
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
︶
を
行
っ
た
︒

　
判
決
に
お
い
て
現
行
法
上
直
接
の
規
定
が
な
い
と
さ
れ
た
﹁
遺
嘱
﹂﹁
親
族
会
﹂
に
つ
い
て
は
大
清
民
律
草
案
に
規
定
が
あ
る
︒
同
草
案

は
修
訂
法
律
館
編
﹃
法
律
草
案
彙
編
﹄︵
修
訂
法
律
館
司
法
公
報
處
・
一
九
二
六
年
︑
成
文
出
版
社
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
が
一
九
七
三
年
に
出
て
お
り
そ

ち
ら
の
方
が
参
照
に
は
便
利
︶
で
確
認
出
来
る
︒
他
方
︑
大
清
律
例
中
で
﹁
遺
嘱
﹂﹁
親
族
会
﹂
に
当
た
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
遺
命
﹂

﹁
戸
族
公
議
﹂
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
例
え
ば
戸
律
別
籍
異
財
律
本
文
︵
7
︶︑
戸
律
立
嫡
子
違
法
条
例
第
六
︵
8
︶
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

る
︒
薛
允
升
﹃
讀
例
存
疑
﹄︵
黃
靜
嘉
編
校
﹃
讀
例
存
疑
重
刊
本
﹄︵
成
文
出
版
社
・
一
九
七
〇
年
︶
が
参
照
に
は
便
利
︶
等
︑
大
清
律
例
の
本
文
を

何
時
で
も
参
照
出
来
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
良
い
︒

　
監
護
に
つ
い
て
も
大
清
民
律
草
案
に
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
按
語
︵
解
説
︶
で
は
﹁
日
本
舊
慣
上
監
護
制
甚
不
完
備
︑
其
民
法

中
監
護
一
章
乃
參
酌
歐
洲
諸
國
之
法
典
而
成
﹂
と
し
て
当
時
の
日
本
民
法
の
後
見
の
部
分
を
紹
介
し
︑﹁
且
未
成
年
者
之
監
護
與
成
年
者
之

監
護
亦
不
分
析
﹂
と
難
じ
た
上
で
﹁
今
擬
採
德
國
民
法
﹂
と
ド
イ
ツ
法
の
継
受
を
宣
言
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
当
時
の
日
本
法
の
規
定
を

見
る
に
は
我
妻
栄
ほ
か
編
﹃
旧
法
令
集
﹄︵
有
斐
閣
・
一
九
六
八
年
︶
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑
大
清
民
律
草
案
第
一
四
一
二
条
に
お
い
て
未
成
年
者
の
監
護
人
に
つ
き
そ
の
順
位
を
祖
父
︑
祖
母
︑
家
長
︑
最

後
行
親
權
之
父
或
母
以
遺
囑
指
定
之
人
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
起
草
者
の
説
明
で
は
日
本
民
法
の
制
度
で
は
中
国
の
習
慣
に
合
わ
な

い
た
め
こ
の
順
序
に
し
た
と
あ
る
︒
本
件
に
当
て
は
め
る
と
︑
上
告
人
の
主
張
す
る
遺
嘱
が
あ
っ
た
と
す
る
と
上
告
人
は
最
後
行
親
權
之
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父
或
母
以
遺
囑
指
定
之
人
に
当
た
る
こ
と
と
な
り
︑
こ
れ
よ
り
も
上
の
順
位
を
目
指
そ
う
と
す
る
と
祖
父
︑
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
い
る
以

上
は
家
長
の
座
を
目
指
す
し
か
な
い
︒
被
上
告
人
が
自
身
が
家
長
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
行
っ
た
一
つ
の
要
因
か
も
知
れ
な
い
︒
ま
た
同

草
案
第
一
四
一
三
条
で
は
父
が
臨
終
の
際
に
母
が
親
権
を
行
え
な
い
場
合
︑
遺
嘱
で
監
護
人
を
指
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
︑
一
四
一

四
条
で
は
そ
の
監
護
人
が
な
い
場
合
親
族
会
で
相
当
の
人
を
選
ん
で
こ
れ
に
充
て
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
た
被
上
告
人
が
親
族

会
を
持
ち
出
し
て
来
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

　
で
は
こ
れ
ら
の
条
文
を
両
当
事
者
は
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
︵
9
︶︒
例
え
ば
当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
﹃
增
訂
中
華
六
法
全

書
﹄︵
法
政
學
社
・
一
九
一
二
年
︶
等
の
法
令
集
に
大
清
民
律
草
案
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
が
事
件
の
舞

台
で
あ
る
広
東
省
新
寧
県
で
購
入
出
来
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
裁
判
官
や
弁
護
士
た
ち
︑
就
中
留
学
経
験
者
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の

情
報
を
得
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
︑
職
務
上
必
要
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
勿
論
判
決
文
に
お
い
て
大
清

民
律
草
案
へ
の
直
接
の
言
及
が
な
い
以
上
推
測
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
︑
条
文
に
当
た
る
こ
と
で
︑
当
事
者
の
訴
訟
戦
略
を
間
接
的
に

推
測
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
に
な
る
と
言
え
る
︒

　
さ
て
︑
民
事
事
件
の
は
ず
な
の
に
な
ぜ
検
察
官
が
出
て
来
る
の
か
︑
不
審
に
思
っ
た
人
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
れ
は
当
時
の
法
院
編

制
法
第
九
〇
条
に
検
察
官
の
職
権
と
し
て
﹁
二
　
民
事
及
其
他
事
件
　
遵
照
民
事
訴
訟
律
及
其
他
法
令
所
定
爲
訴
訟
當
事
人
或
公
益
代
表
人

實
行
特
定
事
宜
﹂
と
あ
る
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
同
条
は
日
本
の
裁
判
所
構
成
法
第
六
条
一
項
に
倣
っ
た
も
の
で
︑
当

時
の
日
本
の
民
事
訴
訟
法
︵
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
︶
第
四
二
条
で
は
口
頭
弁
論
へ
の
検
事
の
立
会
の
制
度
も
規
定
さ
れ
て
い
た
︒
清
朝
で

法
院
編
制
法
を
講
義
し
た
岡
田
朝
太
郎
も
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
人
事
訴
訟
へ
の
検
察
官
の
会
同
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
て
い
る
︵
10
︶︒

現
代
語
訳
（
本
院
査
…
以
下
の
み
）

　
本
院
が
査
す
る
に
︑
民
事
案
件
を
判
断
す
る
に
は
ま
ず
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
き
で
あ
り
︑
法
律
に
明
文
が
無
い
も
の
は
習
慣
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法
に
依
り
︑
習
慣
法
が
無
い
も
の
は
条
理
に
依
る
︑
と
い
う
の
が
思
う
に
通
例
で
あ
る
︒
現
在
民
国
の
民
法
法
典
は
な
お
未
だ
頒
行
さ
れ

ず
︑
清
朝
時
代
の
現
行
律
の
民
事
に
関
す
る
各
規
定
は
継
続
し
て
有
効
で
あ
り
︑
ま
さ
に
こ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
を
為
す
べ
き
で
あ
る
︒
強

行
法
規
に
反
す
る
行
為
に
至
っ
て
は
︑
法
律
上
は
概
し
て
無
効
と
し
て
お
り
︑
無
効
行
為
は
取
消
行
為
と
異
な
り
︑
審
判
衙
門
は
ま
さ
に

当
事
者
か
ら
の
声
明
を
待
た
ず
に
︑
当
然
に
そ
の
無
効
を
認
定
す
べ
き
で
あ
り
︑
こ
れ
を
以
て
権
利
義
務
関
係
の
発
生
の
淵
源
で
あ
る
と

断
定
す
る
こ
と
は
出
来
ず
︑
こ
れ
は
民
法
の
通
理
で
あ
り
︑
我
が
国
の
現
行
の
民
事
法
規
も
ま
た
既
に
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
本

案
の
上
告
人
の
主
張
す
る
所
の
遺
嘱
︑
及
び
被
上
告
人
の
主
張
す
る
所
の
親
族
会
︑
こ
れ
ら
は
現
行
法
上
に
お
い
て
は
直
接
の
規
定
は
無

い
け
れ
ど
も
︑
律
例
中
に
称
す
る
所
の
﹁
遺
命
﹂・﹁
戸
族
公
議
﹂
等
は
︑
遺
嘱
及
び
親
族
会
の
別
称
で
あ
り
︑
考
え
て
み
る
に
監
護
人
制

度
は
全
く
明
文
規
定
が
な
い
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
を
一
般
的
に
認
定
さ
れ
て
い
る
習
慣
法
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
も
ま
た
そ
れ
と

名
称
は
異
な
る
が
実
質
同
じ
も
の
が
存
在
し
て
お
り
︑
託
孤
が
そ
れ
で
あ
る
︒
託
孤
は
必
ず
し
も
同
宗
に
限
ら
れ
ず
︑
最
後
に
親
権
を
行

う
者
の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
り
︑
か
つ
そ
の
効
力
は
常
に
他
人
の
推
選
行
為
よ
り
も
強
く
︑
と
い
う
こ
と
は
本
案
で
既
に
死
去
し
て
い
る

伍
何
氏
か
ら
上
告
人
に
対
し
て
遺
嘱
が
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
あ
る
い
は
被
上
告
人
に
対
し
て
書
簡
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
既
に
親

族
会
が
監
護
人
を
選
任
す
る
と
い
う
余
地
は
な
い
︒
し
か
る
に
被
上
告
人
は
書
簡
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
︑
ま
た
そ
の
親

族
会
の
選
任
の
有
効
を
主
張
し
︑
さ
ら
に
は
自
分
を
以
て
家
長
と
し
︑
当
然
に
監
護
人
と
認
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
し
て
い
る
が
︑

こ
れ
ら
の
主
張
は
自
ら
明
確
に
そ
の
託
孤
の
事
実
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
定
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
法
律
上
殊
更
に
言
う
べ
き

理
由
は
な
い
︒
被
上
告
人
は
既
に
伍
何
氏
と
財
産
を
分
割
し
住
居
を
異
に
し
て
お
り
︑
伍
何
氏
の
家
族
に
対
し
て
ま
た
ど
う
し
て
家
長
権

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
原
審
は
法
律
上
の
見
解
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
つ
い
に
親
族
会
に
重
き
を
お
き
︑
最
終
的
に
上

告
人
の
提
出
す
る
所
の
遺
嘱
及
び
被
上
告
人
の
提
出
す
る
所
の
書
簡
の
何
れ
が
真
で
何
れ
が
偽
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
︑
い
ま
だ
法
に

依
り
調
査
し
︑
職
権
上
尽
く
す
べ
き
仕
事
を
尽
く
す
こ
と
が
全
く
出
来
て
い
な
い
の
は
︑
実
に
法
に
合
わ
な
い
所
が
あ
る
︒
現
例
を
参
照

す
る
に
︑
本
来
差
し
戻
し
て
更
に
審
理
を
行
わ
せ
る
理
由
が
あ
る
が
︑
た
だ
し
か
し
原
審
の
記
録
に
よ
れ
ば
︑
伍
何
氏
は
異
姓
の
子
・
永
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昌
を
跡
継
ぎ
の
孫
と
し
︑
そ
れ
で
早
世
し
た
実
子
の
跡
を
嗣
が
せ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
両
当
事
者
と
も
原
審
で
争
う
こ

と
は
全
く
な
く
︑
こ
れ
を
現
行
律
例
に
照
ら
し
て
み
る
に
︑
異
姓
乱
宗
は
正
に
強
行
法
規
の
禁
止
す
る
所
で
あ
り
︑
こ
の
種
の
立
嗣
行
為

は
当
然
に
無
効
で
あ
り
︑
審
判
衙
門
は
自
ら
ま
さ
に
前
掲
の
法
則
に
基
づ
い
て
予
め
宣
告
を
す
べ
き
で
あ
り
︑
断
じ
て
こ
れ
を
以
て
他
の

種
の
権
利
義
務
関
係
発
生
の
淵
源
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
︑
こ
れ
を
以
て
託
孤
を
受
け
る
人
の
地
位
の
成
立
及
び
そ
の
財
産
を
管
理
す
る

権
利
の
存
在
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
︑
原
判
は
こ
れ
ら
に
つ
き
更
に
未
だ
顧
慮
言
及
す
る
こ
と
な
く
︑
も
っ
と
も
違
法
で
あ
る
︒
本

案
の
当
事
者
双
方
の
主
張
は
根
本
的
に
均
し
く
成
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
︑
被
上
告
人
の
附
帯
上
告
に
﹁
原
判
決
の
補
銀

の
部
分
の
取
消
を
請
う
﹂
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
は
︑
調
べ
て
み
る
に
原
審
の
認
定
事
実
に
称
す
る
所
で
は
︑
伍
何
氏
の
死
去
の
際
の
全

て
の
医
薬
費
・
葬
祭
費
は
悉
く
上
告
人
か
ら
支
出
し
︑
不
足
す
る
分
に
つ
い
て
も
ま
た
支
出
し
て
い
る
が
︑
判
決
に
よ
っ
て
銀
両
を
返
し

た
の
で
︑
実
際
の
と
こ
ろ
不
足
は
無
い
︒
第
一
審
が
か
つ
て
上
告
人
の
提
出
し
た
帳
簿
や
書
類
を
調
査
閲
覧
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
︑
原

審
が
こ
れ
ら
の
証
拠
に
基
づ
い
て
事
実
を
認
定
し
︑
判
断
を
行
っ
た
の
は
︑
法
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
か
つ
被
上
告
人
は
既

に
監
護
の
責
に
任
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
以
上
︑
相
続
財
産
の
負
担
を
管
理
す
る
こ
と
も
出
来
ず
︑
少
し
も
被
上
告
人
と
関
係
は
な
く
︑
自

ら
ま
さ
に
議
論
す
る
必
要
は
な
い
︒

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
︑
原
判
決
の
う
ち
監
護
人
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
部
分
を
取
り
消
し
︑
上
告
人
及
び
被
上
告
人
は
均
し
く
監
護

人
に
充
て
る
こ
と
は
出
来
ず
︑
相
続
財
産
に
つ
い
て
は
法
に
依
る
適
法
な
嗣
子
が
立
て
ら
れ
る
日
ま
で
︑
事
実
上
現
在
財
産
を
管
理
し
て

い
る
人
に
よ
り
暫
く
管
理
し
︑
処
分
の
行
為
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
︑
そ
の
被
上
告
人
の
附
帯
上
告
は
︑
理
由
の
無
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ

り
︑
差
し
戻
す
︒
本
案
の
訴
訟
費
用
は
︑
現
行
法
例
に
依
り
︑
上
告
人
及
び
被
上
告
人
に
よ
り
平
均
し
て
負
担
す
べ
き
で
あ
り
︑
特
に
判

決
を
す
る
こ
と
右
の
如
く
で
あ
る
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の
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こ
の
判
決
の
要
旨
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
﹁
民
事
案
件
を
判
断
す
る
に
は
ま
ず
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
き
で
あ
り
︑
法
律
に
明
文

が
無
い
も
の
は
習
慣
法
に
依
り
︑
習
慣
法
が
無
い
も
の
は
条
理
に
依
る
﹂
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
滋
賀
秀
三
氏
は
﹁
成
文
法
︑
慣
習
︑
条

理
の
三
者
を
所
掲
の
優
先
順
位
で
裁
判
基
準
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
︑
近
代
法
学
に
と
っ
て
一
種
の
お
お
ま
か
な
常
識
で
あ
り
︑
成
文
民

法
典
を
持
と
う
と
す
る
志
向
を
固
め
な
が
ら
未
だ
現
実
に
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
段
階
の
政
府
と
し
て
︑
成
文
法
の
不
備
を
補
う
も
の

と
し
て
ま
ず
は
慣
習
へ
の
依
拠
を
指
示
す
る
の
は
極
め
て
自
然
な
発
想
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
﹂︵

11
︶
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の

判
決
に
示
さ
れ
た
原
則
は
後
に
中
華
民
国
民
法
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
る
に
至
る
が
︑
同
様
の
考
え
方
を
示
す
立
法
例
と
し
て
は
ス
イ
ス
民

法
第
一
条
︵
一
九
〇
七
年
︶︑
さ
ら
に
古
く
は
日
本
の
裁
判
事
務
心
得
︵
一
八
七
五
年
︶
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
裁
判

事
務
心
得
の
淵
源
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
な
点
が
多
い
も
の
の
︑
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
か
ら
こ
の
考
え
方
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︵
12
︶︒

　
さ
て
︑
大
理
院
が
こ
の
原
則
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
︑
判
決
の
論
理
を
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
︒
判
決
で
は

こ
の
原
則
が
宣
言
さ
れ
た
あ
と
︑
大
清
現
行
刑
律
の
民
事
部
分
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
︑
強
行
法
規
に
つ
い
て
の
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
当
事
者
の
主
張
す
る
﹁
遺
嘱
﹂
や
﹁
親
族
会
﹂
が
律
例
の
﹁
遺
命
﹂
や
﹁
戸
族
公
議
﹂
に
当
た
る
と
し
つ
つ
︑
監
護
に
つ
い
て

は
全
く
明
文
が
な
い
と
す
る
︒
お
そ
ら
く
裁
判
官
た
ち
は
遺
嘱
・
親
族
会
・
監
護
等
が
大
清
民
律
草
案
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ

て
い
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
草
案
は
草
案
で
あ
り
現
行
法
で
は
な
い
た
め
︑
そ
れ
を
裁
判
の
基
礎
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
成

文
法
に
規
定
が
な
い
為
に
習
慣
に
こ
れ
を
求
め
︑
託
孤
が
こ
れ
に
当
た
る
と
導
く
の
で
あ
る
︒

　
託
孤
︵
13
︶
と
い
う
慣
習
が
存
在
す
る
こ
と
︑
ま
た
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
証
明
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
本
件
に
先
ん
じ
て
習

慣
法
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
述
べ
た
大
理
院
判
決
例
は
あ
る
︵
14
︶
の
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
︑
習
慣
の
存
在
に
つ
い
て
調

査
し
た
り
︑
典
拠
に
つ
い
て
何
か
に
言
及
さ
れ
た
り
と
い
う
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
判
決
で
は
﹁
託
孤
は
必
ず
し
も
同
宗
に
限
ら
れ
ず
︑
最

後
に
親
権
を
行
う
も
の
の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
り
︑
か
つ
そ
の
効
力
は
常
に
他
人
の
推
薦
行
為
よ
り
も
強
い
﹂
と
さ
れ
︑
そ
れ
ま
で
争
わ
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れ
て
い
た
親
族
会
︑
家
長
と
い
っ
た
主
張
は
退
け
ら
れ
て
い
る
︒

　
そ
の
後
︑
永
昌
が
異
姓
の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
彼
を
立
嗣
す
る
こ
と
自
体
が
異
姓
乱
宗
の
強
行
規
定
に
反
し
無
効
で
あ
り
︑
上
告
人
・

被
上
告
人
と
も
監
護
人
の
地
位
に
は
立
て
ず
︑
適
法
な
嗣
子
を
立
て
て
か
ら
論
ず
る
︑
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
︒
異
姓
乱
宗
と
は
大

清
律
例
戸
律
立
嫡
子
違
法
条
に
あ
る
﹁
其
乞
養
異
姓
義
子
以
亂
宗
族
者
︑
杖
六
十
︒
若
以
子
與
異
姓
人
爲
嗣
者
︑
罪
同
︒
其
子
歸
宗
︒﹂
を

指
し
て
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
他
方
で
﹁
強
行
規
定
﹂
と
い
う
概
念
は
律
例
に
は
な
く
︑
近
代
法
の
そ
れ
で
あ
る
︒
即
ち
両
当

事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
変
更
可
能
な
任
意
規
定
で
は
な
く
︑
公
益
に
関
す
る
立
場
か
ら
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
強
行
規

定
で
あ
る
が
︑
こ
の
戸
律
立
嫡
子
違
法
条
が
清
朝
期
に
実
際
上
﹁
強
行
規
定
﹂
的3

に
運
用
さ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
は
中
々
難
し
い
︒
最
終

的
に
は
ど
ち
ら
が
監
護
人
の
地
位
に
立
つ
か
と
い
う
争
い
に
つ
い
て
︑
ど
ち
ら
も
監
護
人
の
地
位
に
は
立
て
な
い
と
い
う
判
決
が
下
っ
た

こ
と
に
な
る
︒
両
当
事
者
は
さ
ぞ
か
し
面
食
ら
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　
本
件
に
現
れ
る
“
法
適
用
”
の
様
相
は
興
味
深
い
︒
法
律
・
習
慣
法
・
条
理
の
関
係
に
つ
い
て
の
原
則
を
宣
言
し
︑
託
孤
と
い
う
習
慣

の
存
在
に
言
及
し
つ
つ
も
︑
現
行
律
の
有
効
性
を
確
認
し
︑
戸
律
立
嫡
子
違
法
条
か
ら
当
事
者
双
方
は
監
護
人
の
地
位
に
立
て
な
い
と
判

断
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
こ
の
戸
律
立
嫡
子
違
法
条
︵
15
︶
に
つ
い
て
は
後
に
こ
の
条
文
が
有
効
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
以
上
先
行
し
て

習
慣
を
適
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
た
大
理
院
判
例
︵
大
理
院
民
国
三
年
上
字
第
七
〇
号
判
例
︶
が
あ
り
︑
現
行
律
の
有
効
性
に
つ
い
て

も
再
度
大
理
院
判
例
︵
大
理
院
民
国
三
年
上
字
第
三
〇
四
号
判
例
︶
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
︒
法
律
が
な
い
と
し
て
す
ぐ
さ
ま

習
慣
法
や
条
理
へ
と
走
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
法
律
︵
=
律
例
︶
は
あ
る
の
だ
か
ら
ま
ず
は
そ
れ
に
依
ろ
う
と
す
る
立
場
が
窺
え
る
︒

　
で
は
こ
れ
に
て
一
件
落
着
︑
と
行
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
先
行
研
究
︵
16
︶
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
通
り
︑
実
は
﹁
判
斷
民
事
案
件
應
先

依
法
律
所
規
定
︑
無
法
律
明
文
者
依
習
慣
法
︑
無
習
慣
法
者
則
依
條
理
﹂
と
宣
言
し
た
の
は
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
最
初
で
は

な
く
︑
こ
れ
に
先
行
し
て
宣
言
し
た
元
年
第
二
一
号
判
決
な
る
も
の
が
存
在
す
る
︒
延
長
戦
と
し
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
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　【
史
料
二
】
大
理
院
民
事
判
決
第
二
十
一
号

標
点
文

　
　
判
決

　
　
　
上
吿
人
　
　
　
　
朱
德
福

　
　
　
上
吿
代
理
人
　
　
曹
汝
霖

　
　
　
被
上
吿
人
　
　
　
朱
德
盛

　
　
　
被
上
吿
代
理
人
　
關
慶
銘

　
右
上
吿
人
對
於
本
年
九
月
十
九
日
山
東
高
等
審
判
廳
就
上
吿
人
因
朱
德
盛
義
子
歸
宗
一
案
所
爲
判
決
聲
明
上
吿
︑
經
本
院
審
理
判
決
如

左
︒

　
　
主
文

　
原
判
撤
銷
︒

　
朱
德
盛
應
令
歸
宗
︑
朱
林
所
遺
財
產
毋
庸
均
分
︒

　
　
理
由

　
上
吿
人
上
吿
理
由
書
聲
明
不
服
高
等
審
判
廳
判
決
理
由
有
八
︑︵
一
︶
原
判
義
子
自
緣
組
之
日
起
︑
取
得
嫡
子
之
身
分
︑
即
與
親
養
他
子
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同
有
承
繼
遺
產
之
權
利
︑
不
得
無
故
離
緣
等
因
︒
査
民
事
訴
訟
律
第
三
編
第
五
百
六
十
八
條
︑
不
適
用
法
則
之
裁
判
︑
或
適
用
不
當
之
裁

判
︑
爲
違
背
法
律
︒
現
今
國
會
未
開
︑
民
法
尙
未
頒
行
︑
判
詞
竟
援
此
法
以
爲
判
決
之
根
據
地
︑
此
身
不
服
者
一
︒︵
二
︶
前
淸
舊
例
︑
固

不
可
泥
︑
凡
與
國
體
無
關
者
︑
仍
繼
續
有
效
︒
判
詞
竟
將
齊
河
縣
繆
令
原
判
取
消
︑
臆
斷
以
忽
略
情
願
二
字
︑
並
各
縣
令
批
判
︑
一
齊
抹

倒
︑
即
何
倉
兩
任
︑
只
取
締
一
判
仍
前
︑
後
任
回
護
積
弊
︑
亦
解
脫
誣
吿
罪
之
深
意
︒
際
此
法
律
過
渡
時
代
︑
準
情
酌
理
︑
以
爲
比
例
︑
始

足
折
服
人
心
︒
乃
專
執
此
適
用
不
當
之
法
︑
以
爲
裁
判
︑
此
不
服
者
二
︒︵
三
︶
又
第
三
編
第
三
百
七
十
七
條
及
七
十
八
條
証
言
規
則
︑
審

判
長
與
証
人
各
負
責
任
︒
原
事
中
等
︑
他
皆
物
故
︑
李
長
謨
尙
在
︑
及
到
廳
作
証
︑
僅
與
朱
德
盛
面
質
行
賄
之
言
︑
朱
德
盛
歸
宗
原
因
︑
提

起
數
語
︑
竟
不
待
其
詞
畢
︑
令
伊
旁
坐
殊
失
︒
証
人
証
物
不
充
足
時
︑
求
諸
証
言
之
例
︑
此
不
服
者
三
︒︵
四
︶
身
族
長
朱
登
臣
︑
支
長
朱

淸
理
︑
爲
伊
所
推
舉
︒
朱
登
臣
年
耄
聵
聾
︑
容
有
含
糊
之
處
︒
朱
淸
理
所
供
︑
皆
伊
事
實
︑
亦
無
犯
証
言
拒
絕
之
律
︒
乃
始
則
申
斥
︑
繼

而
罰
跪
︑
壓
制
使
不
得
言
︑
反
以
供
狀
不
符
︑
藉
朱
登
臣
等
爲
判
詞
之
資
料
︑
此
不
服
者
四
︒︵
五
︶
即
取
原
判
文
法
解
釋
︑
非
有
虐
待
或

侮
辱
養
親
︑
及
足
以
瀆
家
聲
傾
家
蕩
產
之
不
法
行
爲
︑
不
得
無
故
離
緣
︒
伊
勾
串
呂
廷
獻
︑
縣
控
伊
婦
身
死
不
明
︑
以
人
命
陷
害
其
養
親
︑

即
犯
滅
親
大
義
︑
逆
犯
侮
辱
熟
大
︒
於
是
即
此
亦
足
敗
家
蕩
產
而
有
餘
︑
至
伊
竊
典
壽
衣
︑
抵
盜
家
財
︑
猶
屬
細
事
︒
判
詞
反
以
朱
德
盛

毫
無
可
令
歸
宗
之
過
失
與
理
由
︑
此
不
服
者
五
︒︵
六
︶
即
就
家
族
主
義
習
慣
法
比
較
︑
嫡
子
敗
壞
家
聲
及
產
業
︑
家
督
自
有
逐
出
之
權
與

處
治
之
法
︒
何
論
養
子
︑
伊
旣
犯
滅
親
大
義
︑
兼
竊
賭
行
爲
︑
絕
非
無
故
離
緣
可
知
︒
而
判
詞
專
責
身
無
伊
歸
宗
實
據
︑
試
問
伊
未
歸
宗

實
據
︑
何
不
將
定
婚
田
單
呈
驗
︑
此
不
服
者
六
︒︵
七
︶
更
就
年
限
及
事
實
理
論
︑
伊
自
同
治
七
年
收
養
朱
門
︑
光
緖
十
四
年
歸
宗
︑
自
歸

宗
之
年
起
算
近
二
十
五
年
︒
伊
歸
宗
名
高
可
桂
︑
與
伊
兄
弟
夥
居
︑
並
娶
過
肥
城
縣
再
醮
之
婦
爲
妻
︒
以
年
限
多
寡
比
較
︑
自
應
取
消
朱

氏
義
子
之
權
利
與
名
稱
︒
而
原
判
竟
據
適
用
不
當
之
法
︑
判
令
伊
得
承
繼
朱
氏
遺
產
︑
與
身
等
均
分
地
四
十
畝
︑
仍
爲
朱
氏
義
子
以
重
統

系
︑
此
不
服
者
七
︒︵
八
︶
至
伊
揑
控
身
在
廳
長
前
賄
捐
二
三
十
金
︑
在
齊
河
縣
行
賄
三
千
︑
並
煙
土
等
物
︑
旣
有
確
據
︑
情
節
甚
重
︑
理

宜
歸
倂
案
內
訊
辦
︑
再
定
判
決
︑
以
昭
公
道
︒
況
伊
藉
行
賄
︑
妨
害
身
之
訟
事
︑
猶
是
揑
人
命
︑
陷
害
身
故
父
之
毒
計
︑
居
心
險
狠
︑
實

爲
法
律
所
不
容
︒
而
判
詞
︑
一
則
訊
屬
虛
無
︑
姑
無
庸
議
︑
一
則
候
行
齊
河
縣
澈
査
︑
另
案
擬
辦
︑
左
袒
原
吿
︑
使
身
之
訴
訟
已
歸
失
敗
︑
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此
不
服
者
八
︒

　
上
吿
代
理
人
補
呈
理
由
書
︑
關
於
法
律
上
之
理
由
有
二
︑︵
一
︶
中
國
家
族
︑
素
重
血
統
︑
從
來
法
律
︑
絕
對
不
認
義
子
制
度
︒
故
現
行

律
載
︑
其
乞
養
異
姓
義
子
︑
以
亂
宗
族
者
處
罰
︑
若
以
子
與
異
姓
人
爲
嗣
者
︑
罪
同
︑
其
子
歸
宗
︒
古
來
律
例
於
義
子
制
度
︑
其
嚴
禁
也

如
此
︒
據
此
以
論
︑
則
朱
德
盛
最
初
爲
朱
氏
義
子
︑
已
爲
法
律
所
不
許
︒
然
此
涉
於
已
失
效
力
之
刑
法
問
題
︑
姑
不
具
論
︒
又
例
載
︑
凡

乞
養
異
姓
義
子
︑
有
情
願
歸
宗
者
︑
不
許
將
分
得
財
產
携
回
本
宗
︒
此
明
示
無
相
續
財
產
之
資
格
︒
朱
德
盛
歸
宗
時
︑
有
各
項
事
實
︑
可

証
明
其
爲
情
願
歸
宗
︒
情
願
歸
宗
者
︑
於
分
得
之
財
產
︑
尙
不
許
携
回
︑
況
未
得
分
者
乎
︒
高
等
審
判
廳
昧
於
本
國
律
例
︑
以
義
子
自
緣

組
之
日
起
︑
爲
取
得
嫡
出
子
之
身
分
︑
又
謂
須
與
養
親
之
他
子
︑
同
有
承
繼
遺
產
之
權
利
︑
判
令
朱
德
盛
與
朱
德
福
等
︑
將
朱
氏
遺
產
田

二
百
畝
︑
作
五
股
分
︑
每
股
應
分
四
十
畝
︑
可
謂
大
謬
︒︵
二
︶
親
族
相
續
︑
應
從
本
國
律
例
習
慣
︑
爲
各
國
立
法
之
通
例
︒
本
案
被
上
吿

人
︑
歸
宗
已
二
十
五
年
︑
與
朱
氏
義
子
關
繫
久
已
斷
絕
︒
乃
復
於
故
義
父
之
病
亡
︑
希
冀
遺
產
︑
揑
稱
尙
未
歸
宗
︑
已
無
理
由
︒
即
以
高

等
審
判
廳
所
引
之
外
國
立
法
而
論
義
子
離
緣
︑
各
國
立
法
雖
不
盡
同
︑
然
皆
認
離
緣
之
制
爲
適
當
︒
蓋
義
子
之
緣
組
︑
欲
其
承
繼
宗
祀
︑
爲

義
親
表
彰
家
門
起
見
︒
若
對
於
義
子
︑
不
能
有
此
希
望
︑
或
義
子
有
重
大
過
失
︑
足
以
傾
家
蕩
產
︑
或
有
侮
辱
尊
親
及
逃
亡
不
歸
等
情
事

實
︑
義
子
之
於
義
親
旣
無
親
子
關
係
︑
即
不
能
復
取
得
嫡
出
子
之
身
分
︒
故
立
法
設
離
緣
之
制
︑
以
救
濟
家
庭
之
紛
爭
︒
今
據
被
上
吿
人

各
項
事
實
︑
即
在
外
國
立
法
例
︑
亦
已
失
去
義
子
之
身
分
︒
何
能
再
承
受
朱
氏
遺
產
︒

　
査
判
斷
民
事
案
件
︑
應
先
依
法
律
所
規
定
︑
無
法
律
者
依
習
慣
︑
無
習
慣
者
依
條
理
︒
通
例
所
在
︑
不
容
稍
有
假
借
︒
此
案
事
關
繼
承
︑

理
宜
就
本
國
法
以
爲
判
斷
︒
本
國
法
若
果
無
明
文
︑
亦
宜
據
中
國
舊
理
由
習
慣
或
條
理
定
之
︒
原
審
判
廳
乃
置
現
行
律
於
不
顧
︑
竟
適
用

他
國
養
子
緣
組
之
制
︑
不
得
謂
非
錯
誤
︒
本
院
就
法
學
上
原
則
及
法
典
編
制
形
式
兩
方
硏
究
︑
現
行
律
關
於
此
項
律
例
︑
實
有
不
能
不
適

用
之
理
︒
蓋
依
法
學
原
則
︑
凡
法
律
之
制
定
變
更
廢
止
︑
必
須
有
表
示
其
效
力
之
明
文
︑
或
有
與
之
相
同
或
牴
觸
︑
以
法
律
發
布
︑
而
後

可
適
用
新
法
勝
於
舊
法
之
原
則
︑
認
舊
法
爲
無
效
︒
此
外
︑
非
一
國
之
統
治
權
確
已
消
滅
︑
或
有
最
强
之
根
本
法
︑
使
其
法
律
自
體
不
能

存
在
者
︑
法
律
即
不
得
認
爲
消
滅
︒
若
旣
無
變
更
廢
止
之
明
文
︑
又
無
與
之
相
同
或
牴
觸
之
法
律
︑
且
與
最
强
之
根
本
法
不
相
違
背
︑
僅
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國
家
之
統
治
機
關
有
更
易
時
︑
則
無
論
何
種
法
律
︑
取
正
當
解
釋
︑
其
效
力
當
然
與
舊
時
無
異
︒
據
此
以
論
︑
現
行
律
除
暫
行
新
刑
律
已

有
規
定
者
外
︑
其
餘
律
例
自
可
繼
續
適
用
︒
至
就
法
典
編
制
形
式
言
之
︑
現
行
律
雖
以
刑
律
標
目
︑
然
非
一
種
單
行
之
刑
法
︑
乃
集
合
諸

種
法
典
︑
有
刑
事
制
裁
者
而
成
︒
故
關
於
某
項
事
件
律
例
︑
必
須
有
某
項
法
律
頒
布
︑
而
後
能
決
定
其
是
否
失
效
︒
現
在
民
律
尙
未
頒
布
︑

其
關
於
民
事
各
條
例
︑
其
他
例
爲
有
效
︒
況
繼
承
一
事
︑
關
係
禮
制
︑
多
爲
公
益
規
定
︒
不
能
因
國
體
變
更
︑
而
失
其
存
在
︑
尤
可
斷
言
︒

本
案
據
高
等
審
判
廳
認
定
事
實
︑
朱
德
盛
原
係
高
氏
子
︑
六
歲
時
被
朱
林
養
爲
義
子
︑
十
八
歲
時
爲
之
娶
妻
︑
迨
後
朱
林
有
子
︑
將
朱
德

盛
逐
出
各
度
︑
曾
給
朱
德
盛
錢
八
十
吊
等
情
︒
査
現
行
律
載
︑
其
養
異
姓
義
子
以
亂
宗
族
者
︑
處
六
等
罰
︑
若
以
子
與
異
姓
人
爲
嗣
者
︑
罪

同
︑
其
子
歸
宗
︒
又
例
載
︑
若
義
男
女
壻
︑
爲
所
後
之
親
喜
悅
者
︑
聽
其
相
爲
依
倚
︑
不
許
繼
子
幷
本
生
父
母
︑
用
計
逼
逐
︑
仍
酌
分
給

財
產
︑
又
凡
乞
養
異
姓
義
子
︑
有
情
願
歸
宗
者
︑
不
許
將
分
得
財
產
︑
携
回
本
宗
︑
其
收
養
三
歲
以
下
遺
棄
之
小
兒
︑
仍
依
律
即
從
其
姓
︑

但
不
得
以
無
子
︑
遂
立
爲
嗣
︑
仍
酌
分
給
財
產
︑
俱
不
必
勒
令
歸
宗
等
語
︒
綜
繹
律
例
本
意
︑
其
不
許
立
爲
嗣
子
者
︑
所
以
防
宗
系
之
紊
︒

其
仍
得
酌
給
財
產
者
︑
乃
以
全
養
育
之
恩
︒
然
其
酌
給
財
產
︑
必
須
具
有
條
件
︑
一
則
爲
所
後
之
親
喜
悅
︑
一
則
收
養
爲
三
歲
以
下
遺
棄

之
小
兒
︒
蓋
以
二
者
恩
誼
旣
深
︑
不
比
尋
常
︑
可
準
情
之
所
︒
至
酌
給
財
產
︑
非
得
强
制
與
嗣
子
均
分
也
︒
朱
德
盛
原
係
高
氏
子
︑
本
非

遺
棄
小
兒
︑
由
朱
林
收
養
時
︑
不
已
六
歲
︑
其
從
朱
姓
︑
已
爲
律
文
所
明
禁
︒
何
能
有
繼
承
朱
林
之
權
︒
朱
林
在
時
︑
即
被
逐
出
各
度
︑
其

非
爲
朱
林
所
喜
悅
︑
已
可
槪
見
︒
又
何
能
與
朱
德
福
等
均
分
財
產
︒
此
項
律
文
︑
本
爲
强
制
規
定
︒
即
當
事
人
果
有
合
意
行
爲
︑
亦
不
能

認
爲
有
效
︒
況
當
事
人
已
表
示
撤
銷
其
行
爲
之
意
思
︑
又
何
能
故
違
明
定
律
文
︑
强
與
結
合
︒
原
審
判
廳
所
判
朱
林
遺
產
按
五
股
均
分
︑
每

股
分
地
四
十
畝
︑
交
由
朱
德
盛
具
領
各
度
︑
朱
德
盛
承
受
朱
氏
遺
產
︑
仍
作
爲
朱
氏
義
子
以
重
統
系
各
節
︑
實
無
根
據
︒
本
院
認
上
吿
人

及
上
吿
代
理
人
主
張
爲
有
理
由
︒
應
行
撤
銷
原
判
︑
改
判
如
右
︒

　
本
案
經
總
檢
察
廳
檢
察
官
朱
深
蒞
庭
陳
述
意
見
︒

中
華
民
國
元
年
十
二
月
十
一
日
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大
理
院
民
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
審
判
長
推
事
　
汪
羲
芝
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
廉
　
隅
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
胡
詒
穀
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
沈
家
彝
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
事
　
黃
德
章
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
理
院
書
記
官
　
林
志
章
　
印

︵
出
典
:﹃
大
理
院
判
決
錄
﹄︵
民
事
民
國
元
年
九
︱
十
二
月
分
︶︵
大
理
院
書
記
廳
・
一
九
一
二
年
︶︒
な
お
天
虛
我
生
﹃
司
法
指
南
大
理
院
民
事
判
決

例
﹄
甲
編
︵
中
華
圖
書
館
・
一
九
一
六
年
︶
収
録
の
も
の
と
校
合
し
明
ら
か
な
誤
字
は
こ
れ
を
訂
正
し
た
︒
句
読
点
及
び
傍
線
は
筆
者
︶

訓
読
文
（
大
理
院
の
判
断
部
分
の
み
））

　
査
す
る
に
民
事
案
件
を
判
斷
す
る
に
は
︑
應
に
先
づ
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
く
し
て
︑
法
律
無
き
者
は
習
慣
に
依
り
︑
習
慣
無

き
者
は
條
理
に
依
る
︒
通
例
の
在
る
所
︑
稍
も
假
借
有
る
を
容ゆ

る

さ
ず
︒
此
の
案
事
は
繼
承
に
關か
か

は
り
︑
理
と
し
て
宜
し
く
本
國
法
に
就
き

て
以
て
判
斷
を
爲
す
べ
し
︒
本
國
法
に
若
し
果
し
て
明
文
無
く
ん
ば
︑
亦
た
宜
し
く
中
國
の
舊
き
理
由
習
慣
或
い
は
條
理
に
據
り
て
之
を

定
む
べ
し
︒
原
審
の
判
廳
は
乃す

な
はち
現
行
律
を
不
顧
に
置
き
︑
竟
に
他
國
の
養
子
緣
組
の
制
を
適
用
し
た
る
は
︑
錯
誤
に
非
ず
と
謂
ふ
を
得

ず
︒
本
院
法
學
上
の
原
則
及
び
法
典
編
制
形
式
の
兩
方
に
就
き
て
硏
究
す
る
に
︑
現
行
律
の
此
項
に
關
す
る
律
例
は
︑
實
に
適
用
せ
ざ
る

能
は
ざ
る
の
理
有
り
︒
蓋
し
法
學
の
原
則
に
依
ら
ば
︑
凡
そ
法
律
の
制
定
・
變
更
・
廢
止
は
︑
必
ず
須
ら
く
其
の
效
力
を
表
示
す
る
の
明

文
有
る
べ
く
︑
或
い
は
之
と
相
同
或
い
は
牴
觸
す
る
有
ら
ば
︑
法
律
を
以
て
發
布
し
︑
而
る
後
に
新
法
は
舊
法
に
勝ま

さ

る
の
原
則
を
適
用
し
︑

舊
法
を
認
め
て
無
效
と
爲
す
べ
し
︒
此
の
外
に
︑
一
國
の
統
治
權
確
か
に
已
に
消
滅
す
る
か
︑
或
い
は
最
强
の
根
本
法
有
り
て
其
の
法
律
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自
體
を
し
て
存
在
す
る
能
は
ざ
ら
し
む
る
者
に
非
ざ
れ
ば
︑
法
律
は
即
ち
認
め
て
消
滅
す
る
と
爲
す
を
得
ず
︒
若
し
旣
に
變
更
・
廢
止
の

明
文
無
く
︑
又
た
之
と
相
同
或
い
は
牴
觸
す
る
の
法
律
無
く
︑
且
つ
最
强
の
根
本
法
と
相
違
背
せ
ず
︑
僅
に
國
家
の
統
治
機
關
に
更
易
有

る
時
は
︑
則
ち
何
種
の
法
律
を
論
ず
る
無
く
︑
正
當
の
解
釋
を
取
ら
ば
︑
其
の
效
力
は
當
然
に
舊
時
と
異
な
る
無
し
︒
此
に
據
り
て
以
て

論
ず
れ
ば
︑
現
行
律
は
暫
行
新
刑
律
に
て
已
に
規
定
有
る
者
を
除
く
の
外
︑
其
の
餘
の
律
例
は
自
ら
繼
續
し
て
適
用
す
べ
し
︒
法
典
編
制

の
形
式
に
就
き
て
之
を
言
ふ
に
至
り
て
は
︑
現
行
律
は
刑
律
の
標
目
を
以
て
す
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
一
種
の
單
行
の
刑
法
に
非
ざ
れ
ば
︑
乃

ち
諸
種
の
法
典
に
て
刑
事
の
制
裁
有
る
者
を
集
合
し
て
成
る
︒
故
に
某
項
の
事
件
に
關
す
る
律
例
は
︑
必
ず
某
項
の
法
律
の
頒
布
有
る
を

須ま

ち
て
︑
而
る
後
に
能
く
其
の
是
れ
失
效
す
る
や
否
や
を
決
定
す
べ
し
︒
現
在
民
律
は
尙
ほ
未
だ
頒
布
せ
ざ
れ
ば
︑
其
の
民
事
に
關
す
る

各
條
例
・
其
の
他
の
例
は
有
效
た
り
︒
況
ん
や
繼
承
の
一
事
は
禮
制
に
關
係
し
︑
多
く
は
公
益
の
規
定
た
り
︒
國
體
の
變
更
に
因
り
て
其

の
存
在
を
失
ふ
能
は
ざ
る
は
︑
尤
も
斷
言
す
べ
き
な
り
︒
本
案
は
高
等
審
判
廳
の
認
定
せ
る
事
實
に
據
り
︑
朱
德
盛
は
原
と
高
氏
の
子
に

係
り
︑
六
歲
の
時
朱
林
に
養
は
れ
て
義
子
と
爲な

り
︑
十
八
歲
の
時
に
之
が
爲
に
妻
を
娶
り
︑
後
に
迨お
よ

び
朱
林
に
子
有
り
て
︑
朱
德
盛
を
ば

逐
出
す
る
こ
と
各た

び
た
び度
に
し
て
︑
曾
て
朱
德
盛
に
錢
八
十
吊
を
給
す
等
の
情
た
り
︒
査
す
る
に
現
行
律
載
す
ら
く
︑
其
の
異
姓
の
義
子
を
養

ひ
て
以
て
宗
族
を
亂
す
者
は
六
等
罰
に
處
す
︑
子
を
以
て
異
姓
の
人
に
與
へ
て
嗣
と
爲
す
者
の
若ご

と

き
は
罪
同
じ
︑
其
の
子
は
宗
に
歸
す
︒
又

た
例
に
載
す
ら
く
︑
義
男
・
女
壻
に
て
所
後
の
親
の
喜
悅
と
爲
す
者
の
若ご

と

き
は
︑
其
の
相
依
倚
を
爲
す
を
聽
し
︑
繼
子
幷
び
に
本
生
の
父

母
計
を
用
ゐ
て
逼
逐
す
る
を
許
さ
ず
︑
仍
ほ
酌
し
て
財
產
を
分
給
す
︑
又
た
凡
そ
異
姓
の
義
子
を
乞
養
す
る
に
歸
宗
を
情
願
す
る
者
有
る

は
︑
分
得
せ
る
財
產
を
ば
本
宗
に
携
回
す
る
を
許
さ
ず
︑
其
の
三
歲
以
下
の
遺
棄
の
小
兒
を
收
養
せ
る
は
︑
仍
ほ
律
に
依
り
て
即
ち
其
の

姓
に
從
ふ
︑
但た

だ

︑
子
無
き
を
以
て
遂
に
立
て
て
嗣
と
爲
す
を
得
ず
︑
仍
ほ
酌
し
て
財
產
を
分
給
し
︑
俱
に
必
ず
し
も
勒
し
て
宗
に
歸
せ
し

め
ず
等
の
語
た
り
︒
律
例
の
本
意
を
綜
譯
す
る
に
︑
其
の
立
て
て
嗣
子
と
爲
す
を
許
さ
ざ
る
は
︑
宗
系
の
紊
を
防
ぐ
所
以
な
り
︒
其
の
仍

ほ
酌
し
て
財
產
を
給
す
る
を
得
る
は
︑
乃
ち
以
て
養
育
の
恩
を
全
う
す
る
な
り
︒
然
れ
ど
も
其
れ
酌
し
て
財
產
を
給
す
る
に
は
必
ず
須
ら

く
條
件
を
具
有
す
べ
し
︒
一
に
則
ち
所
後
の
親
の
喜
悅
た
る
こ
と
︑
一
に
則
ち
收
養
す
る
に
三
歲
以
下
の
遺
棄
の
小
兒
た
る
こ
と
な
り
︒
蓋
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し
二
者
の
恩
誼
旣
に
深
き
を
以
て
︑
尋
常
に
比
せ
ず
︑
情
に
準
ず
べ
き
の
所
な
り
︒
酌
し
て
財
產
を
給
す
る
に
至
り
て
は
︑
嗣
子
と
均
分

す
る
を
强
制
す
る
を
得
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
朱
德
盛
は
原
と
高
氏
の
子
に
係
り
︑
本
と
遺
棄
の
小
兒
に
非
ず
し
て
︑
朱
林
に
由
り
收
養
せ

ら
る
時
は
已
に
六
歲
な
ら
ざ
れ
ば
︑
其
の
朱
姓
に
從
ふ
は
已
に
律
文
の
明
禁
す
る
所
た
り
︒
何
ぞ
能
く
朱
林
を
繼
承
す
る
の
權
有
ら
ん
や
︒

朱
林
在
る
時
に
即
ち
逐
出
せ
ら
る
こ
と
各た

び
た
び度
に
し
て
︑
其
の
朱
林
の
喜
悅
す
る
所
た
る
に
非
ざ
る
は
已
に
槪
ね
見
る
べ
し
︒
又
た
何
ぞ
能

く
朱
德
福
等
と
財
產
を
均
分
せ
ん
や
︒
此
の
項
の
律
文
は
本
と
强
制
規
定
た
り
︒
即
ち
當
事
人
果
し
て
合
意
行
爲
有
る
も
亦
認
め
て
有
效

と
爲
す
能
は
ざ
る
な
り
︒
況
ん
や
當
事
人
已
に
其
の
行
爲
を
撤
銷
す
る
の
意
思
を
表
示
す
︑
又
た
何
ぞ
能
く
故こ

と
さら
に
明
定
の
律
文
に
違
ひ

强
ひ
て
結
合
を
與
へ
ん
や
︒
原
審
判
廳
判
す
る
所
の
朱
林
の
遺
產
五
股
に
て
均
分
す
る
を
按
じ
︑
每
股
地
四
十
畝
に
分
か
ち
︑
交
し
て
朱

德
盛
よ
り
具
領
せ
し
む
こ
と
各た

び
た
び度
に
し
て
︑
朱
德
盛
朱
氏
の
遺
產
を
承
受
し
︑
仍
ほ
作
り
て
朱
氏
の
義
子
と
爲
し
て
以
て
統
系
を
重
ん
ず

る
の
各
節
は
︑
實
に
根
據
無
し
︒
本
院
は
認
め
て
上
吿
人
及
び
上
告
代
理
人
主
張
を
ば
理
由
有
る
と
爲
し
︑
應
に
原
判
を
撤
銷
す
る
を
行

ふ
べ
く
︑
改
判
す
る
こ
と
右
の
如
し
︒

　
本
案
は
總
檢
察
廳
檢
察
官
朱
深
︑
庭
に
蒞
み
て
意
見
を
陳
述
す
る
を
經
る
な
り
︒

再
び
演
習
に
臨
ん
で

　
さ
て
︑
判
決
に
登
場
す
る
裁
判
官
・
弁
護
士
を
見
て
み
る
と
︑
胡
詒
穀
・
黃
德
章
の
二
人
は
先
に
見
た
判
例
で
登
場
し
て
い
る
︒
汪
羲

芝
︵
一
八
八
三
︵
？
︶
︱
？
︑
一
九
〇
八
年
早
稲
田
大
学
専
門
部
政
治
経
済
科
卒
︶︵
17
︶︑
廉
隅
︵
一
八
八
六
︱
？
︑
一
九
〇
四
年
京
都
帝
国
大
学
法
学
部

入
学
︶︵
18
︶︑
沈
家
彝
︵
一
八
八
二
︱
一
九
五
五
︑
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
在
籍
︵
？
︶︶︵
19
︶
も
人
名
辞
典
か
ら
拾
え
る
︒
弁
護
士
と
見
ら
れ
る
曹

汝
霖
︵
一
八
七
七
︱
一
九
六
六
︶︵
20
︶
は
超
有
名
人
だ
が
關
慶
銘
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
後
に
﹃
民
商
事
習
慣
調
査
報
吿
錄
﹄︵
司

法
行
政
部
・
一
九
三
〇
年
︶
に
繫
が
る
北
洋
政
府
期
の
習
慣
調
査
の
直
接
の
発
端
と
な
っ
た
呈
文
を
書
い
た
沈
家
彝
の
名
が
見
え
る
の
は
大

変
興
味
深
い
︵
21
︶︒
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事
件
そ
の
も
の
は
︑
朱
林
の
も
と
で
義
子
︵
事
実
上
の
養
子
︶︵
22
︶
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
朱
德
盛
が
︑
生
前
既
に
離
縁
さ
れ
て
実
家

に
戻
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
朱
林
の
死
後
自
分
は
そ
の
養
子
で
あ
り
相
続
権
が
あ
る
と
名
乗
り
出
て
き
て
朱
林
の
実
子
・
朱
德
福
と

争
っ
た
事
件
で
あ
る
︒
原
審
の
山
東
高
等
審
判
庁
は
義
子
・
朱
德
盛
側
の
主
張
を
認
め
て
財
産
の
均
分
を
命
じ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
大
理

院
は
こ
れ
を
破
棄
︑
義
子
・
朱
德
盛
に
実
家
へ
戻
る
︵
歸
宗
︶
よ
う
指
示
し
︑
均
分
の
必
要
は
な
い
と
断
じ
た
︒

　
大
理
院
の
判
断
を
述
べ
た
部
分
の
冒
頭
に
確
か
に
﹁
民
事
案
件
を
判
斷
す
る
に
は
︑
應
に
先
づ
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
く
し
て
︑

法
律
無
き
者
は
習
慣
に
依
り
︑
習
慣
無
き
者
は
條
理
に
依
る
﹂
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
続
け
て
法
律
論
が

延
々
と
述
べ
ら
れ
る
く
だ
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
判
決
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
律
例
で
あ
る
︒
外
国
の
立
法
例
ま
で
引
い
た
と
い
う
原

審
と
は
対
照
的
に
︑
現
行
律
民
事
有
効
部
分
の
立
嫡
子
違
法
部
分
の
律
お
よ
び
例
が
引
か
れ
︑
適
用
さ
れ
て
い
る
の
が
印
象
深
い
︒
こ
こ

で
も
法
律
︵
=
律
例
︶
は
あ
る
の
だ
か
ら
ま
ず
は
そ
れ
に
依
ろ
う
と
す
る
立
場
が
窺
え
る
︒

現
代
語
訳
（
大
理
院
の
判
断
部
分
の
み
）

　
査
す
る
に
民
事
案
件
を
判
断
す
る
に
は
︑
ま
さ
に
ま
ず
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
き
で
あ
り
︑
法
律
が
な
い
も
の
は
習
慣
に
依
り
︑

習
慣
の
な
い
も
の
は
条
理
に
依
る
︒
こ
れ
は
通
例
で
あ
り
︑
少
し
も
見
逃
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
案
件
の
内
容
は
相
続
に
関

係
す
る
も
の
で
︑
道
理
か
ら
言
っ
て
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
本
国
法
に
明
文
が
な
け
れ
ば
︑
中
国
の
古
い
理

由
や
習
慣
あ
る
い
は
条
理
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
し
か
る
に
原
審
判
庁
が
現
行
律
を
置
い
て
顧
み
ず
︑
つ
い
に
他
国
の
養

子
縁
組
の
制
度
を
適
用
し
た
の
は
︑
錯
誤
で
な
い
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
︒
本
院
が
法
学
上
の
原
則
及
び
法
典
編
制
の
形
式
の
両
方
に

つ
い
て
研
究
す
る
に
︑
現
行
律
の
こ
の
項
に
関
す
る
律
例
に
は
︑
実
際
適
用
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
が
あ
る
︒
思
う
に
法
学

の
原
則
に
よ
れ
ば
︑
お
よ
そ
法
律
の
制
定
・
変
更
・
廃
止
に
は
︑
必
ず
そ
の
効
力
を
表
示
す
る
明
文
が
あ
る
は
ず
で
︑
或
い
は
こ
れ
に
相

当
な
い
し
抵
触
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
︑
法
律
で
も
っ
て
発
布
し
︑
そ
の
後
に
﹁
新
法
は
旧
法
に
勝
つ
﹂
と
い
う
原
則
を
適
用
し
︑
旧
法
を
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無
効
な
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
に
︑
一
国
の
統
治
権
が
確
か
に
既
に
消
滅
す
る
か
︑
あ
る
い
は
最
強
の
根
本
法
が
あ
っ

て
そ
の
法
律
自
体
を
存
在
不
能
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
法
律
は
消
滅
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
も
し
変
更

や
廃
止
の
明
文
が
な
く
︑
ま
た
こ
れ
に
相
当
す
る
か
あ
る
い
は
牴
觸
す
る
法
律
が
な
く
︑
か
つ
最
強
の
根
本
法
と
違
背
せ
ず
︑
た
だ
国
家

の
統
治
機
関
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
︑
ど
の
種
の
法
律
か
を
論
ず
る
こ
と
な
く
︑
正
当
な
解
釈
を
取
れ
ば
︑
そ
の
効
力
は
当
然
に
昔
と
異

な
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
論
ず
る
な
ら
ば
︑
現
行
律
は
暫
行
新
刑
律
に
既
に
規
定
が
有
る
も
の
を
除
き
︑
そ
の
他
の
律
例
は
自
ら

継
続
し
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
︒
法
典
編
制
の
形
式
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
︑
現
行
律
は
刑
律
と
い
う
標
目
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
一
種
の

単
行
の
刑
法
で
は
な
く
︑
様
々
な
種
類
の
法
典
で
刑
事
制
裁
の
あ
る
も
の
を
集
め
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
あ
る
事
件
に
関
す

る
律
例
は
︑
必
ず
あ
る
法
律
の
頒
布
を
待
っ
て
︑
そ
の
後
に
そ
れ
が
失
効
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
現
在
民
律
は
な
お

未
だ
頒
布
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
民
事
に
関
す
る
各
条
例
や
そ
の
他
の
例
は
有
効
で
あ
る
︒
い
わ
ん
や
相
続
の
事
は
礼
制
に
関
係
す
る
も

の
で
あ
り
︑
多
く
公
益
の
規
定
で
あ
る
︒
国
体
の
変
更
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
も
っ
と
も
断
言
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
︒
本
案
は
高
等
審
判
庁
の
認
定
し
た
事
実
に
よ
り
︑
朱
德
盛
は
も
と
も
と
高
氏
の
子
で
あ
り
︑
六
歳
の
時
に
朱
林
に
養
わ
れ
て

義
子
と
な
り
︑
十
八
歳
の
時
に
妻
を
娶
り
︑
そ
の
後
朱
林
に
子
が
生
ま
れ
︑
朱
德
盛
を
駆
逐
す
る
こ
と
数
次
︑
か
つ
て
朱
德
盛
に
銭
八
十

吊
を
与
え
た
等
の
事
情
で
あ
る
︒
調
べ
て
み
る
に
現
行
律
に
は
﹁
そ
の
異
姓
の
義
子
を
養
い
︑
宗
族
を
乱
す
者
は
六
等
罰
に
処
す
︑
子
を

異
姓
の
人
に
与
え
て
跡
継
ぎ
と
す
る
者
は
同
罪
︑
そ
の
子
は
宗
に
帰
す
︒﹂
と
あ
る
︒
ま
た
例
に
は
﹁
義
男
・
女
壻
で
育
て
の
親
が
喜
ん
で

迎
え
て
い
る
者
は
︑
相
互
に
依
拠
す
る
こ
と
を
許
し
︑
跡
継
ぎ
の
子
や
本
生
の
父
母
が
は
か
り
ご
と
を
用
い
て
駆
逐
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
︑

斟
酌
し
て
財
産
を
分
け
与
え
る
︒
ま
た
お
よ
そ
異
姓
の
義
子
を
も
ら
い
受
け
て
育
て
た
も
の
で
︑
元
の
宗
に
帰
る
こ
と
を
願
う
者
に
は
︑
分

け
与
え
ら
れ
て
得
ら
れ
た
財
産
を
本
宗
に
持
っ
て
帰
る
こ
と
を
許
さ
な
い
︒
三
歳
以
下
の
遺
棄
さ
れ
た
小
児
を
養
育
し
た
場
合
は
︑
律
に

依
っ
て
そ
の
姓
を
名
乗
る
︒
た
だ
し
︵
養
親
に
︶
男
子
が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
︵
養
育
し
た
子
を
︶
跡
継
ぎ
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
出
来

ず
︑
斟
酌
し
て
財
産
を
分
け
与
え
︑
と
も
に
必
ず
し
も
無
理
に
宗
に
帰
す
こ
と
は
な
い
︒﹂
と
あ
る
︒
律
例
の
本
意
を
総
合
し
て
解
釈
す
る
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に
︑
嗣
子
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
︑
宗
の
系
統
の
乱
れ
を
防
ぐ
所
以
で
あ
る
︒
斟
酌
し
て
財
産
を
給
付
す
る
こ

と
が
出
来
る
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
養
育
の
恩
を
万
全
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒
た
だ
︑
斟
酌
し
て
財
産
を
給
付
す
る
の
に
は
備
え

る
べ
き
必
須
の
条
件
が
あ
る
︒
一
に
は
育
て
の
親
が
喜
ん
で
迎
え
て
い
る
こ
と
︑
一
に
は
養
子
と
し
て
迎
え
る
に
際
し
三
歳
以
下
の
遺
棄

さ
れ
た
小
児
で
あ
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒
思
う
に
こ
の
二
条
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
︑
恩
誼
は
既
に
深
い
と
い
え
︑
通
常
の
状
況
と
異
な

る
の
で
︑
情
に
配
慮
し
て
こ
の
よ
う
な
規
定
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
斟
酌
し
て
財
産
を
給
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
嗣
子
と
均
分
す
る

こ
と
を
強
制
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
朱
德
盛
は
も
と
も
と
高
氏
の
子
で
あ
り
︑
本
来
遺
棄
さ
れ
た
小
児
で
は
な
い
︒
朱
林
に
よ
っ

て
養
育
さ
れ
た
時
は
既
に
六
歳
で
は
な
く
︵
23
︶︑
彼
が
朱
姓
を
名
乗
る
と
い
う
の
は
律
文
が
既
に
明
ら
か
に
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ど

う
し
て
朱
林
を
相
続
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
朱
林
が
生
き
て
い
た
頃
に
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
数
次
︑
朱
林
が
喜

ん
で
迎
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
概
ね
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
ど
う
し
て
朱
德
福
等
と
財
産
を
均
分
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
律
文
は
本
来
強
行
規
定
で
あ
り
︑
当
事
者
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
認
め
て
有
効
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
︒
い

わ
ん
や
当
事
者
は
既
に
そ
の
行
為
を
取
り
消
す
意
思
表
示
を
し
て
お
り
︑
ま
た
ど
う
し
て
わ
ざ
と
明
定
さ
れ
た
律
文
に
違
い
強
い
て
結
び

つ
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
原
審
判
庁
が
判
断
し
た
所
の
︑
朱
林
の
遺
産
を
五
つ
に
均
分
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
地
四
十
畝
に
分
か
ち
︑
こ
れ
を

与
え
て
朱
德
盛
に
受
領
さ
せ
る
こ
と
数
次
︑
朱
德
盛
が
朱
氏
の
遺
産
を
譲
り
受
け
︑
朱
氏
の
義
子
と
し
て
統
系
を
重
ん
ず
る
も
の
と
す
る

等
の
各
節
は
︑
実
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
︒
本
院
は
上
告
人
及
び
上
告
代
理
人
の
主
張
に
理
が
あ
る
こ
と
を
認
め
︑
従
っ
て
ま
さ
に

原
判
決
の
取
消
を
行
う
べ
く
︑
破
棄
自
判
す
る
こ
と
右
の
如
く
で
あ
る
︒

　
本
案
で
は
総
検
察
庁
検
察
官
の
朱
深
が
法
廷
で
意
見
陳
述
を
行
っ
た
︒

　
　
　
　
二
つ
の
史
料
か
ら

　
さ
て
以
上
二
つ
の
史
料
を
巡
っ
て
そ
の
背
景
か
ら
ど
の
よ
う
な
研
究
課
題
が
浮
か
ぶ
か
︑
二
︑
三
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
概
観
し
て
み
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よ
う
︒

（
1
）「
法
律
→
習
慣
法
→
条
理
」
の
来
し
方

　
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
か
ら
七
か
月
程
前
︑
元
年
第
二
一
号
判
決
に
お
い
て
﹁
査
判
斷
民
事
案
件
︑
應
先
依
法
律
所
規
定
︑
無

法
律
者
依
習
慣
︑
無
習
慣
者
依
條
理
︒﹂
と
宣
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
︒
こ
れ
を
更
に
遡
っ
て
ゆ
く
と
︑
大
清
民
律
草
案
第
一

条
に
﹁
民
事
本
律
所
未
規
定
者
依
習
慣
法
無
習
慣
法
者
依
條
理
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ゆ
き
つ
く
︵
24
︶︒

　
大
理
院
判
決
例
と
大
清
民
律
草
案
の
関
係
に
つ
い
て
は
北
洋
政
府
期
に
書
か
れ
た
張
正
學
︵
25
︶﹁
法
院
判
斷
民
事
案
件
適
用
之
法
則
﹂︵
法

學
季
刊
二
︱
四
・
一
九
二
五
︶
に
お
い
て
︑
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
と
日
本
の
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
が
挙
げ
ら

れ
た
後
︑
大
清
民
律
草
案
が
こ
れ
︵
お
そ
ら
く
後
者
か
︶
を
受
け
て
規
定
を
お
き
︑
大
理
院
が
そ
の
法
意
を
汲
ん
で
下
し
た
の
が
民
国
二
年

上
字
第
六
四
号
判
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
26
︶︒

　
こ
の
う
ち
日
本
の
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
一
〇
三
号
に
つ
い
て
は
︑
当
時
中
国
人
の
手
に
よ
っ
て
数
多
く
翻
訳
さ
れ
た
﹃
法
学
通

論
﹄︵
27
︶
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
最
初
期
の
翻
訳
で
あ
る
磯
谷
倖マ
マ

次
郎
︵
王
國
維
譯
︶﹃
法
學
通
論
﹄
で
は
裁
判
事

務
心
得
と
そ
の
後
の
明
治
初
期
の
裁
判
の
あ
り
方
に
つ
い
て
相
当
詳
細
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
お
り
︵
28
︶︑
中
国
人
留
学
生
の
間
で
非
常

に
多
く
流
布
し
た
梅
謙
次
郞
﹃
法
政
速
成
科
講
義
錄
﹄︵
法
學
通
論
及
民
法
︶
で
は
裁
判
事
務
心
得
が
現
在
で
も
有
効
で
あ
る
と
し
︑
さ
ら

に
法
例
第
二
条
や
商
法
第
一
条
と
の
関
係
に
説
き
及
ん
で
い
る
︵
29
︶︒
富
井
政
章
︵
陳
海
瀛
・
陳
海
超
譯
︶﹃
民
法
原
論
﹄︵
30
︶
で
も
裁
判
事

務
心
得
︑
法
例
第
二
条
に
言
及
が
あ
る
︒
ま
た
中
国
人
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
﹃
法
学
通
論
﹄
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
︑

一
定
程
度
知
名
度
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︵
31
︶︒

　
他
方
で
張
正
學
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
し
た
別
の
論
文
で
は
端
的
に
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
に
倣
っ
た

も
の
だ
と
言
明
し
て
い
る
︵
32
︶︒
ス
イ
ス
民
法
と
中
国
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
︑
当
時
東
京
帝
国
大
学
に
教
鞭
を
執
っ
た
ス
イ
ス
人
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法
学
者Louis A

dolphe B
ridel

が
﹁
明
治
41
︹1908

︺
年
12
月
以
前
に
中
国
の
使
節
︵m

inistre de C
hine

︶︑
す
な
わ
ち
清
国
の
使
節
へ
︑

そ
し
て
大
正
元
年
頃
に
孫
文
へ
︑
ス
イ
ス
民
法
典
を
配
布
し
て
い
る
︒﹂︵
33
︶
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
際
に
送
ら
れ
た

も
の
が
生
か
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
宣
統
元
年
一
一
月
二
五
日
︵
一
九
一
〇
年
一
月
六
日
︶
奉
旨
の
上
奏
に
お
い
て
ス
イ

ス
民
法
総
則
及
び
親
属
法
の
中
国
語
訳
が
成
っ
た
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
34
︶︒
ス
イ
ス
民
法
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
は
光
緒
三
三
︵
一
九
〇

七
︶
年
一
〇
月
よ
り
も
前
に
策
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
草
稿
﹁
編
纂
民
法
之
理
由
﹂︵
35
︶
に
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
成
立
と
ほ
ぼ
同

時
に
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
︒
日
本
に
お
い
て
はB

ridel

の
精
力
的
な
活
動
に
よ
っ
て
識
者
の
間
で
ス
イ
ス
民
法
は

よ
く
知
ら
れ
ま
た
研
究
も
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︵
36
︶︑
日
本
経
由
で
ス
イ
ス
民
法
に
関
す
る
情
報
が
清
朝
へ
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

　
立
法
者
に
よ
る
直
接
の
言
明
が
現
状
で
は
確
認
出
来
な
い
た
め
そ
の
来
し
方
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
法
文
と
し
て
は
裁
判

事
務
心
得
の
方
が
や
や
近
い
と
言
え
よ
う
︒
加
え
て
ス
イ
ス
民
法
も
十
分
に
意
識
さ
れ
つ
つ
︑
大
清
民
律
草
案
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
見

て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︵
37
︶︒

（
2
）
何
故
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
選
ば
れ
た
の
か

　
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
は
北
洋
政
府
期
の
判
例
要
旨
集
と
し
て
最
も
有
名
な
郭
衞
編
﹃
大
理
院
判
決
例
全
書
﹄︵
會
文
堂
新
記
書

局
・
一
九
三
一
年
︑
影
印
版
は
成
文
出
版
社
・
一
九
七
二
年
︶
の
劈
頭
を
飾
っ
て
お
り
︑
当
初
か
ら
か
な
り
著
名
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
︑
こ
の
判
例
要
旨
集
の
歴
史
︵
38
︶
と
そ
こ
で
の
同
判
例
の
扱
わ
れ
方
を
見
て
ゆ
く
と
︑
大
変
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
︒

　
判
例
全
文
で
は
な
く
そ
の
要
旨
を
抽
出
し
て
取
り
ま
と
め
た
最
初
期
の
も
の
と
し
て
は
︑﹁︵
三
版
︶
大
理
院
判
例
要
旨
﹂︵
司
法
公
報
第

三
・
四
次
臨
時
增
刊
合
册
︶︵
司
法
公
報
四
三
︑
四
七
・
一
九
一
五
年
一
〇
︑
一
二
月
︶
が
知
ら
れ
る
︒
表
紙
に
﹁
三
版
﹂
と
の
表
記
が
あ
る
こ
と

か
ら
先
行
し
て
初
版
︑
二
版
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
司
法
部
は
同
書
の
刊
行
に
つ
き
︑
各
法
院
が
多
く
大
理
院
の
判
決
に
依
拠
し
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て
裁
判
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
全
文
収
録
の
判
決
集
は
大
部
で
検
索
も
困
難
で
あ
る
た
め
︑
要
旨
集
を
出
す
こ
と
に
し
た
と
説
明
し

て
い
る
︵
39
︶︒

　
興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
の
﹁︵
三
版
︶
大
理
院
判
例
要
旨
﹂
に
は
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
登
場
し
て
い
な
い
︒
他
方
で
︻
史
料

二
︼
で
見
た
元
年
二
一
号
判
決
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
︻
史
料
二
︼
の
実
線
部
分
で
は
な
く
点
線
部

分
な
の
で
あ
る
︒
法
律
・
習
慣
・
条
理
の
関
係
に
関
す
る
も
の
と
し
て
﹁︵
三
版
︶
大
理
院
判
例
要
旨
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の

も
の
で
あ
る
︒

前
淸
破
產
律
雖
經
明
文
廢
止
關
於
商
人
破
產
祇
得
適
用
地
方
特
別
倒
號
之
習
慣
或
一
般
破
產
條
理
︵
三
年
上
字
九
五
四
號
︑
三
年
上

字
九
〇
九
號
︑
二
年
上
字
一
一
五
號
︶

關
於
各マ

マ

夥
之
規
定
現
行
法
律
尙
無
明
文
自
應
依
照
法
律
無
明
文
者
應
用
習
慣
法
則
無
習
慣
法
則
者
應
用
條
理
之
原
則
以
爲
判
斷
︵
三

年
上
字
九
三
六
號
︑
三
年
上
字
六
一
七
號
︶

法
律
無
規
定
者
適
用
習
慣
無
習
慣
者
適
用
條
理
故
習
慣
之
適
用
必
法
律
無
規
定
始
可
︵
三
年
上
字
七
〇
七
號
︑
二
年
上
字
一
〇
〇
號
︶

民
法
草
案
旣
未
頒
布
當
然
無
引
據
之
效
力
應
依
向
來
習
慣
以
爲
根
據
︵
三
年
上
字
七
九
七
號
︶

法
律
通
例
必
法
律
無
規
定
而
後
適
用
習
慣
旣
有
明
文
規
定
自
無
適
用
習
慣
之
餘
地
︵
三
年
上
字
五
五
四
號
︑
二
年
上
字
五
四
〇
號
︑
三

年
上
字
五
二
六
號
︑
二
年
上
字
一
七
七
號
︶

各
地
習
慣
有
與
成
文
法
規
定
顯
相
牴
觸
者
卽
非
適
法
不
爲
有
效
︵
三
年
上
字
五
一
二
號
︶

　
以
上
か
ら
は
︑
法
律
・
習
慣
法
・
条
理
の
関
係
・
そ
の
運
用
に
つ
い
て
具
体
的
な
判
断
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
︒

　
そ
の
後
︑
大
理
院
判
例
輯
覽
編
輯
處
編
﹃
大
理
院
判
例
要
旨
滙
覽
　
二
年
度
﹄︵
大
理
院
司
法
部
收
發
所
・
刊
行
年
不
明
︵
民
国
五
年
四
月
の
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姚
震
の
序
文
あ
り
︶︶
が
現
れ
る
︵

40
︶︒
司
法
講
習
所
︵
41
︶
附
設
の
編
輯
処
が
編
纂
を
担
当
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︵
42
︶︒
こ
こ
に
民
国

二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
登
場
す
る
︒

　
元
年
二
一
号
判
決
で
は
な
く
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
例
言
に
お
い
て
﹁
三
　
本
滙
覽
所
輯

各
例
若
有
同
一
事
項
而
先
後
岐
異
者
自
係
以
後
變
先
應
以
最
後
之
例
爲
準
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
︵
43
︶︑
ま
た
﹁
六
　
本
滙
覽
因
便
於
檢
閱
起

見
每
年
度
編
輯
一
册
惟
民
國
元
年
係
屬
草
創
之
初
自
改
組
後
至
是
年
十
二
月
各
例
槪
從
省
略
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
た
も
の
と
見
ら

れ
る
︒

　
そ
の
後
年
度
毎
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
た
も
の
の
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
︑
大
理
院
編
輯
處
編
﹃
大
理
院

判
例
要
旨
匯
覽
﹄
第
一
~
三
卷
︵
大
理
院
收
發
所
・
一
九
一
九
年
︶
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
同
書
の
姚
震
の
序
言
︵
民
国
八
年
一
二
月
︶

に
は
﹁
戊
午
︹
一
九
一
八
年
に
当
た
る
︺
秋
謬
承
二
公
︹
章
宗
祥
・
董
康
を
指
す
︺
之
後
忝
長
院
事
︑
頗
以
改
訂
辦
事
章
程
及
編
輯
判
例
爲
急

務
︑
越
十
月
而
辦
事
章
程
呈
准
施
行
︑
又
越
半
載
而
判
例
編
輯
吿
竣
︙
﹂
と
あ
る
︒
司
法
講
習
所
と
は
別
組
織
で
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
の

か
も
知
れ
な
い
︵
44
︶︒
た
だ
例
言
に
は
﹁
至
司
法
講
習
所
舊
設
編
輯
處
刊
行
之
二
年
度
判
例
業
經
分
別
編
入
此
書
幸
留
意
焉
﹂
と
あ
り
︑
先

行
し
た
作
業
が
踏
ま
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

　
こ
の
一
九
一
九
年
の
﹃
大
理
院
判
例
要
旨
匯
覽
﹄
の
民
法
第
一
編
總
則
第
一
章
法
例
部
分
に
は
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
︑
民
国
四
年

上
字
第
一
二
二
号
︑
民
国
四
年
上
字
第
二
三
五
四
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
三
〇
四
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
九
七
三
号
︑
民
国
三
年
上
字
第

七
〇
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
一
一
九
八
号
︑
民
国
二
年
上
字
第
三
号
︑
民
国
六
年
上
字
第
一
四
二
二
号
︑
民
国
四
年
上
字
第
一
二
七
六
号
︑

民
国
七
年
上
字
第
一
四
三
八
号
︑
民
国
四
年
上
字
第
二
八
二
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
八
四
五
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
七
三
七
号
︑
民
国
三

年
上
字
第
九
八
八
号
︑
民
国
四
年
上
字
第
一
二
五
七
号
︑
民
国
四
年
上
字
第
二
三
号
︑
民
国
三
年
上
字
第
一
一
四
八
号
が
収
録
さ
れ
て
い

る
︒

　
そ
の
後
こ
の
﹃
大
理
院
判
例
要
旨
匯
覽
﹄
が
英
訳
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
は
欧
米
で
も
有
名
な
も
の
と
な
っ
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て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︵
45
︶︒translated by F. T. C

heng, The C
hinese Suprem

e C
ourt D

ecisions: first instalm
ent translation 

relating to G
eneral Principles of C

ivil law
 and C

om
m

ercial law
, the Suprem

e C
ourt, 1920

の
前
言
に
お
い
て
訳
者
鄭
天
錫

は
特
に
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
を
大
き
く
採
り
上
げ
て
い
る
︒

　
こ
の
英
訳
は
当
時
中
華
民
国
の
法
律
顧
問
で
あ
っ
たG

eorges Padoux

に
も
送
ら
れ
た
も
の
と
見
え
︑
彼
は
そ
の
書
評
論
文
︑G. Padoux, 

Jurisprudence de la C
our Suprêm

e, La Politique de Pékin 7èm
e A

nnée, N
o. 15, 1920

.4.11; 7èm
e A

nnée, N
o. 19, 

1920.5.9

を
書
い
て
見
解
を
披
歴
し
て
い
る
︒
彼
は
同
書
に
つ
き
︑
一
見
判
例
集
と
い
う
よ
り
も
法
典
の
よ
う
に
見
え
る
と
し
︑
抽
出
さ
れ

た
規
定
だ
け
で
は
な
く
判
例
全
文
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
規
定
の
生
成
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
方
法
や
規
定
の
適
用
の
様
相
に

つ
い
て
理
解
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
︑
最
高
裁
の
み
な
ら
ず
他
の
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
も
︵
特
に
外
国
語
で
の
︶
公
開
が
望
ま
れ
る
こ

と
︑
ま
た
こ
れ
ら
出
版
物
が
充
分
に
は
公
開
さ
れ
ず
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
流
通
し
て
い
る
こ
と
等
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
︵
46
︶︒

　Padoux

は
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
に
説
か
れ
る
法
律
↓
習
慣
法
↓
条
理
の
関
係
に
つ
い
て
も
大
き
く
採
り
上
げ
て
い
る
︒
彼
は

こ
れ
が
大
清
民
律
草
案
第
一
条
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
判
決
か
ら
抽
出
さ
れ
た
規
定
が
︑
民
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
条
項
の
言
い
換
え
や
複
製
に
過
ぎ
ず
︑
規
定
が
列
挙
さ
れ
る
順
番
も
民
法
草
案
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
︑
ま

た
そ
れ
ら
を
通
じ
て
︑
大
理
院
が
民
法
公
布
へ
の
道
を
準
備
し
︑
人
々
を
徐
々
に
慣
れ
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
47
︶︒
当
時
の
法

律
顧
問
の
大
理
院
の
姿
勢
へ
の
評
価
と
し
て
大
変
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
法
律
↓
習
慣
法
↓
条
理
の
関
係
に
つ
い
て
比
較
法
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
習
慣
法
が
な
い
場
合
に
条

理
に
よ
る
と
し
て
い
る
の
は
ス
イ
ス
民
法
に
比
べ
て
自
由
度
が
低
い
こ
と
︑
ス
イ
ス
民
法
一
条
の
み
な
ら
ず
四
条
︵
48
︶
へ
も
言
及
が
あ
る

こ
と
︑
大
理
院
の
法
令
統
一
解
釈
権
に
つ
き
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
条
︵
49
︶
か
ら
は
そ
れ
が
法
外
な
も
の
と
映
る
が
︑
中
国
の
現
状
に
対
応
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
︑
い
ず
れ
も
議
論
の
端
緒
足
り
う
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
︵
50
︶︒

　
こ
の
鄭
天
錫
に
よ
る
英
訳
に
は
そ
の
他
海
外
か
ら
も
反
応
が
寄
せ
ら
れ
︵
51
︶︑
鄭
天
錫
も
直
ち
に
こ
れ
に
応
答
し
て
い
る
︵
52
︶︒
こ
う
し
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た
や
り
取
り
か
ら
も
︑
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
有
名
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
が
窺
え
よ
う
︒

（
3
）「
条
理
」
と
「
法
理
」

　
条
理
と
は
何
か
︑
と
い
う
端
的
な
定
義
を
巡
っ
て
︑
当
時
の
﹃
法
学
通
論
﹄
の
記
述
は
様
々
で
あ
っ
た
︒
先
に
見
た
磯
谷
倖
次
郎
︵
王

國
維
譯
︶﹃
法
學
通
論
﹄
は
﹁
条
理
﹂
を
﹁
卽
衡
平
法
是
也
﹂
と
し
︑
英
米
法
に
基
づ
く
説
明
を
与
え
て
い
る
︒
同
時
期
に
翻
訳
さ
れ
た
鈴

木
喜
三
郎
︵
震
生
譯
︶﹃
法
學
通
論
﹄︵
53
︶
で
は
例
言
に
﹁﹁
條
理
﹂
改
之
爲
﹁
輿
情
﹂﹂
と
説
明
が
あ
り
︑
第
四
章
律
法
之
源
︵
五
丁
以
下
︶

に
第
三
輿
情
と
し
て
﹁
輿
情
者
何
︑
卽
不
外
正
理
公
道
耳
︒
質
言
之
卽
吾
人
﹃
普
通
之
情
﹄Com

m
on Sense

﹂
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︵
54
︶︒

北
洋
政
府
末
期
に
記
さ
れ
た
君
希
﹁
何
謂
條
理
﹂︵
法
律
評
論
九
七
・
一
九
二
五
年
︶
に
お
い
て
も
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
見
ず
︑
当
時
相
応

に
錯
綜
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

　
実
際
に
当
時
条
理
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
張
正
學
﹁
法
院
判
斷
民
事
案
件
適
用
之
法
則
﹂︵
法
學
季
刊
二
︱
四
・
一
九
二
五

年
︶
が
判
決
例
・
法
律
類
推
之
規
則
・
學
者
之
意
見
・
外
國
之
法
例
・
道
德
之
觀
念
・
科
學
原
理
與
經
濟
政
策
の
六
つ
を
挙
げ
て
い
る
︒
実

際
に
大
理
院
判
決
例
を
数
多
く
検
討
し
た
黃
源
盛
氏
の
分
析
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
︵
55
︶︒

　
こ
の
条
理
の
語
は
中
華
民
国
民
法
に
至
っ
て
﹁
法
理
﹂
と
改
め
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
丘
漢
平
﹁
民
法
第
一
條
疏
羲
﹂︵
法
學
雜

誌
九
︱
四
・
一
九
三
六
年
︶
は
﹁
法
理
與
條
理
﹂
の
項
目
を
設
け
︑﹁
第
一
次
民
律
草
案
定
爲
條
理
︑
蓋
從
日
本
民
法
之
名
詞
︒
其
立
法
理
由

曰
:
﹁
條
理
者
︑
乃
推
定
社
交
上
必
應
之
處
置
也
﹂︒
依
此
解
釋
︑
條
理
之
意
義
甚
狹
︒
本
條
改
爲
﹁
法
理
﹂︑
其
義
當
不
止
此
︒
惟
﹁
法

理
﹂
二
字
︑
本
法
旣
無
明
文
解
釋
︑
則
其
意
義
奚
若
︑
有
待
於
闡
明
︒﹂︵
四
一
~
四
二
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

（
4
）
相
続
を
巡
る
諸
紛
争
の
一
例
と
し
て

　
民
国
初
期
の
相
続
法
を
巡
っ
て
︑
島
田
正
郎
は
と
あ
る
書
籍
を
手
掛
か
り
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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﹁
私
は
先
年
︑
東
京
の
書
肆
か
ら
︑
蔡
宗
黃
の
著
わ
し
た
﹁
繼
續
法
眞
詮
﹂
な
る
册
子
を
購
い
得
た
こ
と
が
あ
る
︒
民
國
一
一
︵
一
九

二
二
︶
年
一
一
月
︑
上
海
・
商
務
印
書
館
刊
の
活
版
本
で
あ
る
︒
自
序
は
民
國
九
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
著
者
の
經
歷
な
ど
明
ら

か
で
な
い
が
︑
浙
江
あ
た
り
で
律
師
を
開
業
し
︑
そ
の
經
驗
か
ら
得
た
知
識
に
基
づ
い
た
著
書
の
よ
う
に
窺
わ
れ
る
︒﹁
繼
續
法
﹂
と

い
う
の
は
︑
民
律
繼
承
編
一
斑
な
か
ん
ず
く
立
繼
條
を
い
う
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
う
い
う
用
語
が
當
時
一
般
に
も
行
な
わ
れ
た
の
か
︑

か
れ
獨
自
の
用
語
で
あ
る
の
か
︑
手
許
の
詞
典
の
類
を
傍
捜
し
て
み
て
も
據
所
は
定
か
で
な
い
︒
か
れ
は
︑
前
淸
時
代
に
も
刑
政
幕

吏
と
し
て
法
曹
に
從
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
經
驗
か
ら
︑﹁
所
見
繼
案
不
知
凡
幾
︒
大
要
不
外
兩
種
︒
卽
義
男
女
婿マ

マ
︹
↓
原
文
で
は

壻
︺
與
同
姓
族
人
之
爭
︒
及
應
繼
與
愛
繼
之
爭
是
也
︒﹂
と
し
て
︑﹁
律
例
︒
雖
有
先
儘
同
父
周
親
之
文
︒
似
爲
宗
族
代
爲
立
嗣
者
言
︒

非
爲
自
己
立
嗣
言
︒
自
輯
注
誤
解
例
意
︒
以
爲
必
待
應
繼
者
︒
不
得
於
所
後
之
親
︒
乃
能
吿
官
別
立
賢
愛
︒
大
理
院
亦
本
斯
說
︒
著

爲
判
例
︒
實
大
反
乎
︒
無
子
立
嗣
者
之
心
理
︒
而
吿
官
別
立
之
事
︒
且
將
日
出
而
不
窮
︒
法
律
所
以
弭
爭
︒
今
不
能
弭
爭
︒
而
轉
以

啓
爭
︒
豈
立
法
者
之
本
意
歟
︒﹂
な
ど
と
い
っ
て
︑﹁
應
繼
﹂
と
﹁
愛
繼
﹂
と
に
つ
い
て
︑
大
理
院
判
例
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
論
を

展
開
し
︑
兩
者
の
一
致
を
見
る
よ
う
な
立
繼
こ
そ
望
ま
し
い
と
す
る
︑
議
論
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
︒
本
書

に
は
ま
た
卷
頭
に
︑
當
時
︑
南
京
中
央
大
學
法
學
院
敎
授
の
任
に
あ
り
︑
自
かマ

マ

ら
に
も
﹁
中
國
親
屬
法
槪
論
﹂︵
民
國
二
二
年
・
上
海
世

界
書
局
刊
︶
な
ど
の
著
書
の
あ
る
阮
毅
成
︵
字
は
荀
伯
︑
ま
た
性
存
︑
江
蘇
・
睢
寧
の
人
︑
日
本
法
政
大
學
卒
︑
一
八
七
四
︱
一
九
三マ
マ

八
︶
の
序

︵
民
國
九
年
六
月
︶
が
あ
っ
て
︑
本
書
の
內
容
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒﹂︵
56
︶

　
こ
の
個
所
に
は
情
報
の
混
乱
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
で
ま
ず
そ
の
確
認
か
ら
始
め
よ
う
︒
ま
ず
︑
言
及
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
﹃
繼3

續

法
眞
詮
﹄
で
は
な
く
﹃
嗣3

續
法
眞
詮
﹄
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
︒
他
方
で
島
田
が
態
々
そ
の
用
語
法
に
つ
い
て
ま
で
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
単
な
る
見
間
違
い
と
も
思
え
な
い
︒﹃
嗣
續
法
眞
詮
﹄
に
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
﹃
繼
續
法
眞
詮
﹄
が
刊
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行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
は
確
認
出
来
な
い
︒
島
田
が
手
に
し
た
版
本
が
何
で
あ
っ
た
か
︑
謎

は
残
る
︒

　
当
時
は
経
歴
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
作
者
・
蔡
宗
黃
︵
一
八
七
七
︱
一
九
二
八
︶
に
つ
い
て
は
近
年
研
究
が
進
み
︵
57
︶︑
浙
江
温
岭

の
人
で
清
末
に
浙
江
法
政
学
堂
を
卒
業
し
寧
波
で
弁
護
士
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒
温
岭
市
は
台
州
市
中
心
部
の
南

側
に
位
置
す
る
︒
ち
な
み
に
田
涛
﹃
被
冷
落
的
真
实
︱
新
山
村
调
查
手
记
﹄︵
法
律
出
版
社
・
二
〇
〇
五
年
︑
関
連
資
料
は
こ
れ
に
先
立
ち
田
濤
・

許
傳
璽
・
王
宏
治
主
編
﹃
黄
岩
訴
訟
檔
案
及
調
査
報
告 : 

傳
統
與
現
實
之
間 : 

尋
法
下
郷
﹄
上
下
巻
︵
法
律
出
版
社
・
二
〇
〇
四
年
︶
と
し
て
出
版
さ
れ
て

い
る
︶
が
調
査
に
入
っ
た
こ
と
で
有
名
に
な
っ
た
黄
岩
区
は
同
じ
く
台
州
市
中
心
部
の
西
側
に
位
置
す
る
︒

　
さ
て
︑
文
中
引
用
さ
れ
る
中
国
語
部
分
は
蔡
宗
黃
の
主
張
の
よ
う
に
読
め
る
が
︑
実
は
こ
の
部
分
は
阮
性
存
の
序
文
か
ら
の
引
用
で
あ

り
︑
蔡
宗
黃
で
は
な
く
阮
性
存
の
主
張
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
引
き
続
い
て
﹁
阮
毅
成
︵
字
は
荀
伯
︑
ま
た
性
存
︑
江

蘇
・
睢
寧
の
人
︑
日
本
法
政
大
學
卒
︑
一
八
七
四
︱
一
九
三マ
マ

八
︶﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
阮
毅
成
︵
一
九
〇
五
︱
一
九
八
八
︶
は
阮
性
存
︵
一
八
七
四

︱
一
九
二
八
︑
字
は
荀
伯
︶
の
子
で
あ
り
︑
親
子
関
係
︑
生
没
年
に
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
が
あ
る
︒
序
文
を
書
い
て
い
る
の
は
阮
毅
成
で
は
な
く

阮
性
存
で
あ
る
︒

　
以
上
の
補
足
を
し
た
上
で
﹃
嗣
續
法
眞
詮
﹄
に
戻
ろ
う
︒
引
用
に
あ
っ
た
﹁
所
見
繼
案
不
知
凡
幾
︒
大
要
不
外
兩
種
︒
卽
義
男
女
壻
與

同
姓
族
人
之
爭
︒
及
應
繼
與
愛
繼
之
爭
是
也
︒﹂
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
通
り
︑
当
時
立
嗣
を
巡
っ
て
紛
争
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
の
﹃
嗣
續
法
眞
詮
﹄
自
体
︑
立
嗣
問
題
に
関
す
る
様
々
な
主
題
に
つ
い
て
︑
当
時
の
大
理
院
判
例
や
現
行
律
の
条
文
を
整
理
・
分

析
し
た
書
籍
で
あ
り
︑
問
題
解
決
の
た
め
の
一
つ
の
試
み
の
書
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
︒

　
判
決
例
は
そ
う
し
た
紛
争
の
現
場
へ
と
我
々
を
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
︒
勿
論
︑
判
決
例
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
︑
の
話
で
あ
る
か
ら
︑
生
の
事
実
に
ど
れ
ほ
ど
ま
で
肉
薄
出
来
る
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ

て
い
る
か
を
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
と
も
か
く
も
そ
う
し
た
紛
争
が
あ
っ
た
︑
そ
の
現
場
を
垣
間
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見
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
判
決
例
の
魅
力
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
︒

　
他
方
で
こ
う
し
た
判
決
例
の
取
扱
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
二
︑
三
の
判
決
例
を
読
ん
だ
だ
け
で
当
時
の
紛
争
状
況
は
こ
れ

こ
れ
で
あ
る
︑
と
勝
手
に
帰
納
し
た
り
︑
ま
し
て
当
時
の
判
例
法
理
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
︑
等
と
勝
手
に
総
括
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
︒

判
決
例
は
数
多
い
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
ま
た
各
々
が
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
︒

　
ま
し
て
判
例
要
旨
の
み
を
見
て
情
況
を
判
断
す
る
の
は
大
変
危
険
で
あ
る
︒
本
章
を
読
ん
だ
読
者
は
︑﹁
判
例
要
旨
﹂
な
る
も
の
が
︑
事

件
全
体
の
総
決
算
と
し
て
最
終
的
に
導
か
れ
た
法
理
︑
と
い
う
よ
り
は
︑
事
件
解
決
の
中
で
現
れ
た
あ
る
一
つ
の
法
理
︵
そ
し
て
そ
れ
は

往
々
結
論
と
は
比
較
的
関
係
の
薄
い
も
の
だ
っ
た
り
も
す
る
︶
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
を
目
撃
し
た
筈
で
あ
る
︒
正
式
な

民
法
が
公
布
施
行
さ
れ
な
い
中
で
︑
時
に
は
事
件
の
本
筋
と
は
若
干
遠
い
か
も
知
れ
な
い
あ
る
法
理
を
判
決
例
の
中
で
敢
え
て
宣
言
し
︑
そ

れ
を
取
り
出
し
て
判
例
要
旨
を
編
み
︑
民
法
の
代
わ
り
と
し
て
ゆ
く
︑
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
も
の
と
し
て
立
ち
振
る
舞
っ
た
場
合
も

あ
る
と
い
う
こ
と
も
︑
常
に
頭
の
隅
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
落
と
し
穴
は
い
く
つ
も
あ
る
と
は
い
え
︑
そ
れ
で
も
﹁
下
拵
え
﹂
さ
え
し
っ
か
り
と
行
え
ば
︑
判
決
例

の
滋
味
を
味
わ
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
本
書
に
収
録
さ
れ
た
近
代
以
前
の
各
時
代
の
様
相
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り
と
学
び
つ
つ
︑
一
次

史
料
に
触
れ
る
喜
び
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

　
　
　
　
お
わ
り
に

　﹁
民
事
案
件
を
判
断
す
る
に
は
ま
ず
法
律
の
規
定
す
る
所
に
依
る
べ
き
で
あ
り
︑
法
律
に
明
文
が
無
い
も
の
は
習
慣
法
に
依
り
︑
習
慣
法

が
無
い
も
の
は
條
理
に
依
る
﹂
と
の
原
則
を
宣
言
し
︑
中
華
民
国
期
を
代
表
す
る
判
例
の
一
つ
と
し
て
著
名
と
な
っ
た
民
国
二
年
上
字
第

六
四
号
判
例
は
︑
当
時
多
発
し
て
い
た
相
続
を
巡
る
争
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
原
則
は
︑
事
件
の
具
体
的
な
事
実
関

係
か
ら
帰
納
さ
れ
た
中
核
的
な
法
理
と
い
う
よ
り
は
︑
半
ば
周
縁
的
な
︑
半
ば
唐
突
に
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
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さ
ら
に
は
︑
原
則
の
淵
源
は
大
清
民
律
草
案
か
ら
ス
イ
ス
民
法
︑
裁
判
事
務
心
得
へ
と
遡
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
同
様
の
法
理

を
宣
言
し
た
諸
判
例
の
中
か
ら
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
が
著
名
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
が
当
時
の
判
例
集
編
纂
の
経
緯
と
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
何
よ
り
︑
こ
の
原
則
に
沿
っ
て
大
理
院
に
よ
り
様
々
な
規
定
が
整
備
さ
れ
︑
大
清
民
律

草
案
と
い
う
草
案
が
実
際
の
規
定
へ
と
具
現
化
さ
れ
︑
徐
々
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
と
当
時
の
法
律
顧
問
に
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
た
︒
一
つ
の
判
例
か
ら
中
華
民
国
特
に
北
洋
政
府
期
の
法
の
あ
り
方
に
繫
が
っ
て
ゆ
く
様
々
な
議
論
を
引
き
出

す
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
︒

　
近
代
の
判
決
例
と
聞
い
て
︑
法
学
部
出
身
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
尻
込
み
す
る
必
要
は
な
い
︒
逆
に
法
学
部
出
身
だ
か
ら
と
い
っ
て

油
断
し
て
は
い
け
な
い
︒
勿
論
︑
法
学
部
で
講
じ
ら
れ
る
知
識
が
役
に
立
つ
場
合
も
あ
る
の
で
︑
機
会
が
あ
れ
ば
法
学
を
学
ん
で
み
る
こ

と
を
お
勧
め
し
た
い
が
︑
法
学
さ
え
学
べ
ば
読
め
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
︒
広
く
歴
史
学
を
学
び
︑
車
の
両
輪
と
し
な
が
ら
︑
虚
心
坦

懐
に
史
料
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒

　
以
下
︑﹁
お
わ
り
に
﹂
に
お
い
て
述
べ
る
に
は
や
や
場
違
い
か
も
知
れ
な
い
が
︑
本
章
の
議
論
に
関
連
す
る
総
論
的
な
諸
点
の
幾
つ
か
に

触
れ
て
お
き
た
い
︒

　
近
代
法
制
史
研
究
一
般
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
法
制
史
﹂︵
岡
本
隆
司
・
吉
澤
誠
一
郎
編
﹃
近
代
中
国
研
究
入
門
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
二

年
︶
に
記
し
て
お
い
た
︒
よ
り
広
く
中
国
学
全
般
に
つ
い
て
は
漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究
会
編
﹃
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
中
国
学
リ
フ
ァ
レ
ン

ス
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹄︵
好
文
出
版
・
二
〇
二
一
年
︶
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒
以
下
で
は
判
決
例
に
関
連
し
て
法
令
・
学
説
の
調
べ
方
に
つ

い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
︒

　
史
料
に
登
場
す
る
法
令
や
そ
の
草
案
を
探
す
必
要
が
出
て
く
る
場
合
が
あ
る
︒
日
本
国
内
で
閲
覧
可
能
な
当
時
の
法
令
集
に
つ
い
て
は

﹁
日
本
現
存
近
代
中
国
法
制
関
連
書
目
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂︵http://w

w
w

.terada.law
.kyoto-u.ac.jp/nishi/index.htm

︶
の
﹁
法
令
﹂
を
ク
リ
ッ

ク
す
れ
ば
一
覧
可
能
で
あ
る
︒
法
令
は
改
廃
を
繰
り
返
す
も
の
な
の
で
︑
事
件
の
時
点
で
有
効
な
法
令
を
当
た
る
よ
う
に
気
を
付
け
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
学
説
を
見
て
ゆ
く
と
な
る
と
書
籍
や
論
文
を
検
索
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
が
中
々
に
手
強
い
︒
例
え
ば
家
族
法
の
中
で
自
分
が
選

ん
だ
主
題
に
関
連
す
る
当
時
の
書
籍
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
北
京
图
书
馆
编
﹃
民
国
时
期
总
书
目
︵1911-1949

︶
法
律
﹄︵
书

目
文
献
出
版
社
・
一
九
九
〇
年
︶︑
論
文
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
﹁
民
国
时
期
民
商
法
论
文
篇
名
索
引
﹂︵
何
勤
华
・
李
秀
清
﹃
民

国
法
学
论
文
精
萃
︵
第
三
卷
︶
民
商
法
律
篇
﹄︵
法
律
出
版
社
・
二
〇
〇
四
年
︶
巻
末
所
収
︶
等
を
さ
し
あ
た
り
手
に
取
り
︑
眺
め
て
み
る
こ
と
が

出
来
る
︒
最
近
で
は
﹁
大
成
老
旧
期
刊
全
文
数
据
库
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
に
て
利
用
可
能
︶
や
﹁
全
国
報
刊
索
引
﹂
の
よ
う
に
民
国
期
の
雑

誌
を
即
座
に
検
索
・
閲
覧
出
来
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
新
聞
﹃
申
報
﹄
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
近
年
で
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

　
た
だ
︑
そ
こ
で
見
つ
か
っ
た
関
連
文
献
を
相
互
貸
借
な
り
複
写
依
頼
な
り
で
ひ
と
ま
ず
自
分
の
手
元
に
揃
え
る
だ
け
で
も
膨
大
な
作
業

量
を
要
求
さ
れ
る
︒
あ
る
時
は
日
本
国
内
に
所
蔵
が
な
く
海
外
ま
で
見
に
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
り
︑
あ
る
時
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

検
索
出
来
た
文
献
が
多
す
ぎ
て
処
理
出
来
な
か
っ
た
り
︑
様
々
な
困
難
に
次
々
と
襲
わ
れ
て
︑
い
ざ
手
元
に
揃
え
た
頃
に
は
最
早
そ
れ
ら

を
読
む
気
力
が
失
わ
れ
て
い
る
︑
な
ど
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
︑
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
︒

　
な
お
︑
当
時
の
法
律
辞
典
に
は
朱
采
眞
編
﹃
中
國
法
律
大
詞
典
﹄︵
世
界
書
局
・
一
九
三
一
年
︶
や
鄭
競
毅
編
﹃
法
律
大
辭
書
﹄︵
商
務
印
書

館
・
一
九
三
六
年
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
・
一
九
七
二
年
︵
臺
一
版
︶︶
が
あ
る
︒
所
蔵
す
る
図
書
館
も
限
ら
れ
る
た
め
︑
日
々
手
元
に
置
い
て
こ

れ
ら
の
辞
書
を
引
く
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
が
︑
手
立
て
の
一
つ
と
し
て
覚
え
て
お
い
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
︒

　
以
上
︑
色
々
と
書
き
連
ね
て
き
た
が
︑
ま
ず
は
各
自
︑
判
決
例
を
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
て
欲
し
い
︒
そ
こ
か
ら
様
々
に
想
像
を
巡
ら

せ
︑
ど
の
よ
う
な
研
究
に
結
び
付
け
る
か
︑
無
数
の
可
能
性
が
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
︒
分
野
を
超
え
て
︑
特
に
若
い
方
々
に
よ
っ
て

研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
し
て
止
ま
な
い
︒

︵
本
研
究
はJSPS
科
研
費21K

01101

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒︶
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註

* 
本
章
で
は
標
点
文
︑
訓
読
文
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
正
字
体
を
用
い
る
︒
な
お
︑
史
料
原
本
に
て
常
用
体
と
同
じ
字
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
︑
そ

れ
に
よ
る
︒
文
献
に
つ
い
て
は
原
書
表
記
の
通
り
の
字
体
︵
戦
前
の
日
本
や
︑
中
華
民
国
︑
台
湾
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
旧
字
体
︑
中
華
人
民
共

和
国
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
簡
体
字
︑
戦
後
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
常
用
体
を
基
本
と
す
る
が
︑
例
外
︵
中
華
人
民
共
和
国
で
も
旧
字
体
を
採
用
す

る
書
籍
等
︶
も
あ
る
︶
で
表
記
し
た
︒

︵
1
︶　
大
村
敦
志
﹁
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
と
し
て
の
ス
イ
ス
法
︱
東
ア
ジ
ア
民
法
の
基
本
原
則
と
ス
イ
ス
民
法
一
条
﹂︵
図
書
八
七
〇
︑
八
七
一
・
二
〇

二
一
年
︶
参
照
︒

︵
2
︶　
黃
源
盛
﹃
民
初
大
理
院
與
裁
判
﹄︵
元
照
出
版
・
二
〇
一
一
年
︶
一
五
五
~
一
五
六
︑
二
一
七
~
二
一
八
頁
で
判
例
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3
︶　
こ
う
し
た
判
決
例
の
検
索
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
︑
拙
評
﹁︵
批
評
と
紹
介
︶
黃
源
盛
纂
輯
﹃
大
理
院
民
事
判
例
輯
存
﹄﹂︵
東
洋
學
報
九
五

︱
四
・
二
〇
一
四
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
4
︶　
徐
友
春
主
編
﹃
民
國
人
物
大
辭
典
︹
增
訂
版
︺﹄
上
下
卷
︵
河
北
人
民
出
版
社
・
二
〇
〇
七
年
︶
三
二
六
~
三
二
七
頁
︵
朱
深
︶︑
三
九
六
頁
︵
江
天

鐸
︶︑
八
一
二
頁
︵
林
行
規
︶︑
一
〇
七
四
~
一
〇
七
五
頁
︵
姚
震
︶︑
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一

九
三
七
年
︶
一
二
三
頁
︵
胡
詒
穀
︶︑
一
六
二
~
一
六
三
頁
︵
江
天
鐸
︶︑
二
〇
九
頁
︵
朱
深
︶︑
五
五
八
頁
︵
陸
鴻
儀
︶︑
五
九
四
頁
︵
林
行
規
︶︑
北
京

敷
文
社
編
﹃
最
近
官
紳
履
歷
彙
錄 

第
一
集
﹄︵
北
京
敷
文
社
・
一
九
二
〇
年
︶
一
七
三
頁
︵
黃
德
章
︶
参
照
︒
な
お
言
っ
て
し
ま
え
ば
黃
源
盛
﹃
民
初
大

理
院
與
裁
判
﹄︵
元
照
出
版
・
二
〇
一
一
年
︶
に
﹁
民
初
大
理
院
歷
任
院
長
及
推
事
略
歷
一
覽
表
﹂︵
六
四
~
八
二
頁
︶
が
あ
る
の
だ
が
︑
人
物
辞
典
で
逐

一
調
べ
る
く
せ
を
つ
け
て
お
い
た
方
が
良
い
︒

︵
5
︶　
阮
毅
成
﹁
記
朱
獻
文
先
生
﹂︵
傳
記
文
學
一
七
︱
一
・
一
九
七
〇
年
︑
後
に
浙
江
月
刊
四
︱
六
・
一
九
七
二
年
へ
転
載
︶︑﹁
朱
献
文
﹂︵
义
乌
市
志
编

纂
委
员
会
编
﹃
义
乌
市
志
﹄
第
五
册
︵
上
海
人
民
出
版
社
・
二
〇
一
一
年
︶
所
収
︶
参
照
︒
前
掲
徐
友
春
主
編
﹃
民
國
人
物
大
辭
典
︹
增
訂
版
︺﹄
三
六

七
頁
︑
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄
二
〇
七
頁
に
も
簡
単
な
記
述
が
あ
る
︒

︵
6
︶　
川
島
仟
司
・
高
野
金
重
編
﹃
中
央
大
學
二
十
年
史
﹄︵
法
學
新
報
社
・
一
九
〇
五
年
︶
一
二
九
~
一
三
〇
頁
に
﹁
本
大
學
の
隆
盛
に
伴
ひ
︑
海
外
よ

り
留
學
す
る
も
の
五
十
有
餘
名
の
多
き
に
達
し
︑
旣
に
卒
業
し
た
る
者
︙
淸
國
人
六
名
あ
り
︙
﹂
と
す
る
中
に
熊
垓
の
名
が
挙
げ
ら
れ
︑
肩
書
に
は
東
京
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帝
国
大
学
学
生
と
あ
る
︒
曹
汝
霖
の
名
も
見
え
る
︒
中
央
大
學
學
員
會
﹃
學
員
名
簿
﹄︵
中
央
大
學
學
員
會
・
一
九
二
七
年
︶
四
三
〇
頁
に
は
熊
垓
が
明

治
三
八
年
七
月
に
入
会
し
た
と
あ
る
の
で
︑
同
年
卒
業
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
﹃
東
京
帝
國
大
学
一
覽
︵
從
明
治
三
十
九
年
至
明
治
四
十
年
︶﹄︵
東

京
帝
國
大
學
・
一
九
〇
七
年
︶
を
見
る
と
法
学
部
政
治
学
科
選
科
に
在
籍
し
て
い
る
の
が
確
認
出
来
る
︵
な
お
同
一
覧
の
從
明
治
三
十
七
年
至
明
治
三
十

八
年
版
︑
從
明
治
四
十
年
至
明
治
四
十
一
年
版
に
は
名
前
が
な
い
︒
短
期
の
在
籍
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︶︒

︵
7
︶　﹁
凡
祖
父
母
父
母
在
︑
子
孫
別
立
戶
籍
分
異
財
產
者
︑
杖
一
百
︒﹇
須
祖
父
母
父
母
親
吿
乃
坐
︒﹈
若
居
父
母
喪
︑
而
兄
弟
別
立
戶
籍
分
異
財
產
者
︑
杖

八
十
︒﹇
須
期
親
以
上
尊
長
親
吿
乃
坐
︒
或
奉
遺
命
︑
不
在
此
律
︒﹈﹂︵﹇
　
﹈
内
は
小
註
︑
傍
線
は
筆
者
︶

︵
8
︶　﹁
因
爭
繼
醸
成
人
命
者
︑
凡
爭
產
謀
繼
︑
及
扶
同
爭
繼
之
房
分
︑
均
不
准
其
繼
嗣
︑
應
聽
戶
族
另
行
公
議
承
律
︒﹂︵
傍
線
は
筆
者
︶

︵
9
︶　
法
律
文
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ど
の
程
度
流
通
し
て
い
た
の
か
は
大
変
興
味
深
く
か
つ
難
し
い
課
題
で
あ
る
︒
大
清
律
例
に
つ
い
てTing Zhang, 

C
irculating the C

ode: Print m
edia and legal know

ledge in Q
ing C

hina, U
niversity of W

ashington Press, 2020

が
あ
る
︒

︵
10
︶　﹇
日
﹈
冈
田
朝
太
郎
口
述
・
熊
元
襄
編
・
张
进
德
点
校
﹃
法
院
编
制
法
﹄︵
世
纪
出
版
集
团
︵
上
海
人
民
出
版
社
出
版
︶・
二
〇
一
三
年
︶
一
四
五
~

一
四
七
頁
参
照
︒

︵
11
︶　
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄︵
創
文
社
・
一
九
八
四
年
︶
三
二
八
頁
︒
な
お
清
朝
期
に
お
い
て
も
法
律
と
慣
習
の
関
係
が
検
討
さ
れ
た
例

と
し
て
﹃
成
文
法
與
習
慣
法
槪
論
﹄
が
あ
る
︒
中
外
法
制
調
査
局
罫
紙
本
︵
上
海
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
:
四
六
五
四
五
七
︶
と
そ
れ
を
清
書
し
さ
ら

に
検
討
を
加
え
た
と
思
し
き
法
律
館
稿
本
︵
上
海
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
:
四
六
五
四
五
五
︶
が
あ
る
︒
成
文
法
と
習
慣
法
に
つ
き
主
と
し
て
ロ
ー
マ

法
︑
英
米
法
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
作
者
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
論
文
な
の
か
講
演
筆
記
な
の
か
も
判
然
と
し
な
い
が
︑
清
末
の
興
味
関
心
の
所

在
を
示
す
史
料
と
し
て
興
味
深
い
︒

︵
12
︶　
小
沢
奈
﹃々
大
正
期
日
本
法
学
と
ス
イ
ス
法
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
五
年
︶
第
四
章
を
参
照
︒

︵
13
︶　
托
孤
に
つ
い
て
は
陈
云
朝
﹁
从
“
托
孤
”
到
“
监
护
”﹂︵
华
中
科
技
大
学
学
报
︵
社
会
科
学
版
︶
二
八
︱
三
︵
总
第
一
二
七
期
︶・
二
〇
一
四
年
︶

参
照
︒

︵
14
︶　
大
理
院
民
国
二
年
上
字
第
三
号
判
例
に
お
い
て
﹁
凡
習
慣
法
成
立
之
要
件
有
四
︵
一
︶
要
有
內
部
要
素
︑
即
人
人
有
法
之
確
信
心
︵
二
︶
要
有
外
部

要
素
︑
即
於
一
定
期
間
內
︑
就
同
一
事
項
反
覆
爲
同
一
之
行
爲
︵
三
︶
要
係
法
令
所
未
規
定
之
事
項
︵
四
︶
要
無
悖
於
公
共
之
秩
序
利
益
﹂
と
言
明
さ
れ

て
い
る
︒

︵
15
︶　
ち
な
み
に
立
嫡
違
法
条
は
唐
律
に
遡
る
︒
岡
野
誠
﹁
唐
戸
婚
律
立
嫡
違
法
条
に
つ
い
て
﹂︵
唐
代
史
研
究
会
編
﹃
東
ア
ジ
ア
古
文
書
の
史
的
研
究
﹄
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︵
刀
水
書
房
・
一
九
九
〇
年
︶
所
収
︶
参
照
︒

︵
16
︶　
例
え
ば
张
晋
藩
﹁
论
中
国
古
代
民
法
﹂︵
清
史
研
究
二
〇
二
〇
年
第
五
期
︶
六
〇
頁
参
照
︒

︵
17
︶　
北
京
敷
文
社
編
﹃
最
近
官
紳
履
歷
彙
錄 

第
一
集
﹄︵
北
京
敷
文
社
・
一
九
二
〇
年
︶
五
四
頁
︒

︵
18
︶　
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一
九
三
七
年
︶
六
〇
四
頁
︒

︵
19
︶　
毛
德
传
﹁
法
界
硕
彦
沈
家
彝
﹂︵
江
苏
地
方
志
二
〇
〇
五
年
第
二
期
︶︑
毛
德
传
﹁
法
界
硕
彦
沈
家
彝
﹂︵
锺
山
风
雨
二
〇
〇
五
年
第
二
期
︶
で
は
生

年
を
一
八
八
一
年
と
し
て
い
る
︒
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一
九
三
七
年
︶
三
五
八
頁
で
は
﹁
東

京
帝
國
大
學
法
學
部
卒
業
﹂
と
し
て
い
る
が
︑﹃
東
京
大
学
卒
業
生
氏
名
録
﹄︵
東
京
大
学
・
一
九
五
〇
年
︶
や
在
学
し
た
と
思
し
き
明
治
末
の
﹃
東
京
帝

國
大
學
一
覧
﹄
を
繰
っ
て
み
て
も
名
前
が
出
て
こ
な
い
︒
ど
の
よ
う
な
形
で
在
籍
し
た
の
か
詳
細
は
不
明
︒
な
お
毛
德
传
﹁
法
界
硕
彦
沈
家
彝
﹂︵
江
苏

地
方
志
二
〇
〇
五
年
第
二
期
︶
は
広
田
弘
毅
と
﹁
同
班
同
学
﹂
だ
っ
た
と
し
て
い
る
︵
四
一
頁
︶︒

︵
20
︶　
曹
汝
霖
︵
曹
汝
霖
回
想
録
刊
行
会
編
訳
︶﹃
一
生
之
回
憶
﹄︵
鹿
島
研
究
所
出
版
会
・
一
九
六
七
年
︶
参
照
︒

︵
21
︶　
拙
著
﹃
近
代
中
華
民
国
法
制
の
構
築
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
八
年
︶
六
二
頁
参
照
︒

︵
22
︶　
義
子
に
つ
い
て
は
滋
賀
秀
三
﹃
中
国
家
族
法
の
原
理
﹄︵
創
文
社
・
一
九
六
七
年
︶
五
七
五
~
六
一
〇
頁
参
照
︒

︵
23
︶　﹁
既
に
六
歳
で
は
な
く
﹂
と
訳
し
た
が
︑
で
あ
れ
ば
原
文
は
﹁
不
已
六
歲
﹂
で
は
な
く
﹁
已
不
六
歲
﹂
と
な
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
︒

︵
24
︶　
立
法
理
由
と
し
て
は
﹁
謹
按
凡
關
於
民
事
應
先
依
民
律
所
規
定
︑
民
律
未
規
定
者
依
習
慣
法
︑
無
習
慣
法
者
則
依
條
理
斷
之
︒
條
理
者
乃
推
定
社
交

上
必
應
之
處
置
︑
例
如
事
君
以
忠
︑
事
親
以
孝
︑
及
一
切
當
然
應
遵
奉
者
皆
是
︒
法
律
中
必
規
定
其
先
後
關
係
者
︑
以
凡
屬
民
事
︑
審
判
官
不
得
藉
口
於

律
無
明
文
︑
將
法
律
關
係
之
爭
議
拒
絕
不
爲
判
斷
︒
故
設
本
條
︑
以
爲
補
充
民
律
之
助
︒﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
25
︶　
履
歴
に
つ
い
て
は
外
務
省
情
報
部
﹃
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
﹄︵
東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一
九
三
七
年
︶
三
三
八
頁
参
照
︒

︵
26
︶　﹁
我
國
民
律
草
案
第
一
條
本
此
法
例
︑
亦
規
定
﹃
︙
﹄
然
民
律
草
案
︑
迄
未
頒
布
施
行
︑
無
法
律
之
效
力
︑
際
茲
我
國
成
文
法
簡
略
不
備
︑
而
法
律

上
之
取
引
日
益
紛
繁
︑
法
院
判
斷
案
件
︑
輒
苦
無
所
依
據
︑
於
是
大
理
院
於
民
國
二
年
上
字
第
六
十
四
號
判
決
例
︑
採
取
民
律
草
案
第
一
條
之
法
意
︑
載

明
﹃
︙
﹄
以
示
法
院
應
適
用
之
法
則
︑
及
適
用
時
之
先
後
次
序
︒﹂︵
一
六
七
頁
︶︒

︵
27
︶　
王
泰
升
︵
坂
口
一
成
訳
︶﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
の
伝
播
経
路
﹂︵
阪
大
法
学
六
九
︱
五
︑
六
九
︱
六
︑
七
〇
︱
一
・
二
〇
二
〇
年
︶︑
ま
た
程

波
﹃
中
国
近
代
法
理
学
﹄︵
商
务
印
书
馆
・
二
〇
一
二
年
︶
を
参
照
︒

︵
28
︶　
内
容
か
ら
磯
谷
幸
次
郞
﹃
法
學
通
論
﹄︵
日
本
法
律
學
校
編
輯
部
・
一
八
九
六
年
︶
の
中
国
語
訳
と
見
ら
れ
る
磯
谷
倖マ

マ

次
郞
︵
王
國
維
譯
︶﹃
法
學
通
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論
﹄︵
商
務
印
書
館
印
刷
・
金
粟
齋
譯
書
社
發
行
・
一
九
〇
二
年
︑
上
海
図
書
館
所
蔵
︵
請
求
記
号
:
四
四
一
一
三
九
︶︶
で
は
﹁
我
國
維
新
後
︑
除
民
事

上
特
種
之
法
令
外
︑
無
成
文
法
之
可
見
︑
明
治
八
年
六
月
︑
太
政
官
布
吿
第
三
號
︑
凡
無
慣
習
者
︑
當
參
條
理
裁
判
之
︑
裁
判
官
判
決
其
事
件
時
︑
參
照

各
國
之
法
律
︑
由
其
條
理
以
施
判
決
︑
遂
積
爲
判
決
例
︑
以
至
今
日
︑
此
等
判
決
︑
經
主
權
者
默
認
︑
亦
可
視
爲
今
日
之
一
衡
平
法
也
︒﹂︵
二
九
丁
︶︑
さ

ら
に
は
﹁
我
國
明
治
八
九
年
來
以
至
今
日
︑
裁
判
所
所
判
決
者
︑
果
可
云
用
何
法
律
乎
︑
除
刑
法
治
罪
法
及
其
他
數
特
別
法
外
︑
無
成
文
法
可
見
又
無
慣

習
法
可
依
以
爲
判
決
之
基
礎
者
︑
故
我
國
之
判
決
中
︑
十
之
八
九
︑
皆
參
各
國
之
法
律
由
己
所
信
以
爲
條
理
者
宣
吿
︑
積
而
爲
判
決
例
︑
故
裁
判
有
適
用

習
慣
之
職
權
︑
不
但
太
政
官
之
布
吿
而
已
︑
於
商
法
固
歷
歷
有
明
文
也
︙
﹂︵
三
〇
~
三
一
丁
︶
と
詳
細
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
磯
谷
幸
次
郞

に
つ
い
て
は
帝
國
法
曹
大
觀
編
纂
會
編
﹃
帝
國
法
曹
大
觀
︵
改
訂
增
補
︶﹄︵
帝
國
法
曹
大
觀
編
纂
會
・
一
九
二
二
年
︶
八
六
頁
参
照
︒

︵
29
︶　﹃
法
政
速
成
科
講
義
錄
﹄
第
二
八
号
︵
法
政
大
學
・
一
九
〇
六
年
︶
所
収
の
連
載
﹁
法
學
通
論
及
民
法
﹂
は
裁
判
事
務
心
得
に
つ
い
て
﹁
此
布
吿
︑
以

余
所
信
︑
在
於
今
日
︑
猶
有
效
力
︒
雖
然
︑
右
之
問
題
︹
成
文
法
と
慣
習
法
と
何
れ
が
先
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
︺︑
以
有
法
例
第
二
條
故
無
適

用
明
治
八
年
布
吿
之
必
要
︒﹂︵
五
八
頁
︶
と
し
て
法
例
第
二
条
を
引
き
︑
さ
ら
に
商
法
第
一
条
に
説
き
及
ん
で
そ
の
関
係
を
整
理
し
て
い
る
︒

︵
30
︶　
富
井
政
章
︵
陳
海
瀛
・
陳
海
超
譯
︶﹃
民
法
原
論
﹄︵
商
務
印
書
館
・
一
九
〇
七
年
︑
原
著
は
富
井
政
章
﹃
民
法
原
論
﹄︵
有
斐
閣
・
一
九
〇
三
年
︶

と
思
わ
れ
る
︶︒
五
二
頁
以
下
に
﹁
第
四
章 
民
法
與
慣
習
法
之
關
係
﹂
と
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

︵
31
︶　
例
え
ば
呉
人
達
﹃
法
學
通
論
﹄︵
山
西
法
政
學
堂
發
行
・
濬
文
書
局
印
刷
・
一
九
〇
七
年
︑
上
海
図
書
館
所
蔵
︵
請
求
記
号
:
長
〇
六
三
四
三
七
︶︶

に
は
﹁
又
如
日
本
明
治
八
年
發
布
規
定
裁
判
官
事
務
心
得
趣
旨
云
裁
判
官
依
法
文
無
法
文
則
從
慣
習
無
慣
習
則
從
條
理
此
明
認
條
理
爲
法
律
之
淵
源
也
﹂

︵
一
四
丁
︶
と
あ
り
︑
孫
智
敏
編
﹃
法
學
通
論
﹄︵
刊
行
者
不
明
・﹇
清
末
﹈︑
上
海
図
書
館
所
蔵
︵
請
求
記
号
:
四
七
九
六
三
三
︱
三
四
︶︶
で
は
﹁
日
本

明
治
八
年
︑
所
布
吿
之
裁
判
官
之
事
務
心
得
︑
有
曰
︙
蓋
裁
判
官
︑
不
能
因
依
無
可
依
據
而
拒
絕
裁
判
︑
故
惟
據
條
理
而
爲
判
決
︑
則
此
條
理
︑
又
爲
法

律
淵
源
之
一
﹂︵
一
四
丁
︶
と
紹
介
が
あ
る
︒

︵
32
︶　C

. H
. C

hang

︵
張
正
學
︶, Y. L. Liang

︵
梁
鋆
立
︶, John C

. H
. W

u

︵
呉
經
熊
︶, Sources of C

hinese civil law

︵
中
國
現
行
民
法
之
淵
源
︶, 

the C
hina Law

 R
eview

︵
法
學
季
刊
︶2-5, 1925.7 

に
お
い
て
は
民
国
二
年
上
字
第
六
四
号
判
例
を
引
い
た
後 “In this respect C

hinese law
 is 

indebted to the Sw
iss C

ivil C
ode, …

 If there is any difference betw
een the Sw

iss and C
hinese law

 on this point, it is in the statem
ent 

of the third source. It w
ould seem

 that the C
hinese statem

ent in term
s of “principles” is rather intellectualistic; w

hile the Sw
iss 

statem
ent rem

inds one of the pragm
atism

 and the philosophy of “as if.””
︵p. 209

︶
と
述
べ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
は

﹁
文
字
上
又
ハ
解
釋
上
此
法
律
ニ
規
定
ヲ
存
ス
ル
法
律
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
總
テ
此
法
律
ヲ
適
用
ス
　
此
法
律
ニ
規
定
ヲ
存
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
官
ハ
慣
習
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法
ニ
從
ヒ
慣
習
法
モ
亦
存
在
セ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
自
己
カ
立
法
者
タ
ラ
ハ
法
規
ト
シ
テ
設
定
シ
タ
ル
ヘ
キ
所
ニ
從
ヒ
裁
判
ス
ヘ
シ
　
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
裁

判
官
ハ
確
定
ノ
學
説
及
ヒ
先
例
ニ
準
據
ス
ヘ
シ
﹂︵
翻
訳
は
辰
巳
重
範
譯
﹃
瑞
西
民
法
﹄︵
法
學
新
報
社
・
一
九
一
一
年
︶
一
頁
︶
と
規
定
す
る
︒

︵
33
︶　
小
沢
奈
﹃々
大
正
期
日
本
法
学
と
ス
イ
ス
法
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
五
年
︶
四
九
頁
︒

︵
34
︶　﹁
修
訂
法
律
館
奏
籌
辦
事
宜
摺
併
單
﹂︵
政
治
官
報
七
九
八
︵
宣
統
元
年
十
二
月
初
四
日
︵
一
九
一
〇
年
一
月
一
四
日
︶︶・
一
九
〇
九
年
︶
参
照
︒
な

お
旧
暦
と
新
暦
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
鄭
鶴
聲
﹃
近
世
中
西
史
日
對
照
表
﹄︵
國
立
編
譯
館
・
一
九
三
六
年
︑
後
に
臺
灣
商
務
印
書
館
よ
り
臺
一
版
︵
一

九
六
二
年
︶
と
し
て
復
刊
︑
臺
四
版
︵
一
九
七
八
年
︶
ま
で
確
認
出
来
る
︶
を
参
照
の
こ
と
︒
宣
統
元
年
は
大
半
が
一
九
〇
九
年
に
当
た
る
が
︑
本
件
の

よ
う
に
新
暦
と
旧
暦
の
ず
れ
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
初
頭
と
な
る
場
合
も
あ
る
︒

︵
35
︶　
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
修
訂
法
律
館
檔
案
九
所
収
︒

︵
36
︶　
小
沢
奈
﹃々
大
正
期
日
本
法
学
と
ス
イ
ス
法
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
五
年
︶
第
一
章
参
照
︒

︵
37
︶　
な
お
张
生
﹁
清
末
民
事
习
惯
调
查
与
︽
大
清
民
律
草
案
︾
的
编
纂
﹂︵
法
学
研
究
二
〇
〇
七
年
第
一
期
︶
は
﹁1874

年
开
始
起
草
的“

德
国
民
法
第

一
次
草
案”

︐
曾
规
定
:
裁
判
官
应
依
照
本
法
进
行
裁
判
︐
本
法
没
有
规
定
的
依
习
惯
法
；
不
存
在
习
惯
法
的
情
况
下
︐
裁
判
官
依
照
法
理
进
行
裁
判
︒
但

是
德
国
民
法
典
在
定
稿
时
︐
该
条
文
被
删
除
︒﹂
と
述
べ
︵
一
三
二
頁
注
三
一
︶
後
に
张
生
﹁
民
国
时
期
民
法
体
系
中
的
判
例
:
形
式
与
功
能
的
变
化
﹂

︵
学
术
研
究
二
〇
一
九
年
第
一
期
︶
に
お
い
て
﹁
在1874

年
完
成
的
︽
德
国
民
法
典
总
则
草
案
︾
中
曾
规
定
:
︙
﹂
と
し
て
同
規
定
が
お
か
れ
た
旨
重
ね

て
言
明
し
て
い
る
が
︑
双
方
と
も
ド
イ
ツ
語
原
史
料
や
関
連
先
行
研
究
の
引
用
は
な
い
︒
ち
な
み
に
法
と
慣
習
に
つ
い
て
一
八
八
一
年
ド
イ
ツ
民
法
総
則

草
案
︵D

ie V
orlagen der R

edaktoren für die erste K
om

m
ission zur A

usarbeitung des E
ntw

urfs eines B
ürgerlichen G

esetzbuches, 

A
llgem

einer Teil, T. 1, W
. de G

ruyter, 1980

所
収
︶
で
は
第
四
条
に “G

ew
ohnheiten und U

ebungen kom
m

en als Q
uelle oder E

rkennt-

nißm
ittel des R

echts nur insofern in B
etracht, als das G

esetz auf dieselben verw
eist.” 

と
規
定
さ
れ
︑
ま
た
一
八
八
八
年
ド
イ
ツ
民
法
第
一

草
案
︵E

ntw
urf eines bürgerlichen G

esetzbuches für das D
eutsche R

eich. E
rste Lesung, ausgearbeitet durch die von dem

 B
undes-

rathe berufene K
om

m
ission, J. G

uttentag, 1888

所
収
︶
で
は
第
二
条
に “G

ew
ohnheitsrechtliche R

echtsnorm
en gelten nur insow

eit, als 

das G
esetz auf G

ew
ohnheitsrecht verw

eist.” 

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
张
生
論
文
の
紹
介
と
は
異
な
る
︒
さ
ら
に
は
一
八
七
四
年
は
起

草
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
年
で
あ
る
︒
ま
た
朱
明
哲
﹁
从
民
国
时
期
判
例
造
法
之
争
看
法
典
化
时
代
的
法
律
场
﹂︵
政
治
与
法
律
二
〇
一
八
年
第
一
一
期
︶

は
张
生
論
文
を
引
い
て
こ
れ
も
原
史
料
や
先
行
研
究
の
引
用
な
く
﹁︽
德
国
民
法
典
草
案
︾
启
发
了
日
本
的
上
述
太
政
官
布
告
﹂︵
一
三
一
頁
︶
と
述
べ
る

が
︑
早
計
で
あ
る
︒
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︵
38
︶　
李
相
森
﹁
异
化
与
回
归
:
近
代
中
国
判
例
发
展
演
变
的
轨
迹
﹂︵
苏
州
大
学
学
报
︵
法
学
版
︶
二
〇
一
六
年
第
一
期
︶︑
张
生
﹁
民
国
时
期
民
法
体
系

中
的
判
例
:
形
式
与
功
能
的
变
化
﹂︵
学
术
研
究
二
〇
一
九
年
第
一
期
︶
な
ど
に
お
い
て
整
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
︑
若
干
情
報
が
錯
綜
し
て
い
る
︒

︵
39
︶　﹁
司
法
部
四
年
度
辦
事
情
形
報
吿
﹂︵
司
法
公
報
六
一
・
一
九
一
六
年
︶
に
﹁︵
附
︶
編
纂
判
例
要
旨
﹂
と
し
て
﹁
民
律
草
案
尙
未
頒
布
︑
民
訴
及
刑

訴
草
案
亦
惟
管
轄
及
再
理
各
章
暫
准
援
用
︑
現
時
各
級
法
院
辦
理
民
事
案
件
及
適
用
訴
訟
程
序
︑
除
現
行
律
之
一
部
分
及
一
二
暫
行
法
令
外
︑
多
以
大
理

院
判
決
例
爲
依
據
︒
惟
大
理
院
所
出
判
決
錄
係
依
案
件
先
後
編
纂
︑
卷
帙
繁
多
︑
檢
閱
較
難
︑
本
部
有
鑒
於
此
︑
乃
仿
東
西
各
國
之
成
規
︑
就
民
國
元
年

至
三
年
大
理
院
判
決
例
撮
輯
要
旨
︑
分
民
律
刑
律
爲
一
部
︑
民
刑
訴
訟
律
爲
一
部
︑
民
事
依
有
效
之
前
淸
現
行
律
及
民
律
民
訴
草
案
章
節
︑
刑
事
依
刑
律

條
文
及
刑
訴
草
案
章
節
︑
依
次
編
□
間
錄
理
由
幷
列
題
旨
詳
叙
年
月
號
數
分
期
刊
印
︑
業
於
四
年
十
月
十
二
月
先
後
出
版
︑
三
年
以
後
之
判
例
要
旨
尙
擬

續
輯
︒﹂
と
の
説
明
が
あ
る
︒
な
お
楊
仁
壽
﹁
我
國
特
有
﹁
判
例
﹂
制
度
的
遞
嬗
﹂︵
司
法
周
刊
一
九
六
八
・
二
〇
一
九
年
︶
は
﹁
最
高
法
院
摘
取
﹁
判
例

要
旨
﹂
的
方
式
︐
繼
受
自
日
本
大
審
院
﹂
と
す
る
が
︑
直
接
の
証
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
日
本
に
お
い
て
は
明
治
八
年
か
ら
判
決
録
が
刊
行
さ
れ
て
い

る
︵
日
本
に
お
け
る
判
決
録
の
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
は
笠
学
﹁﹁
大
審
院
判
決
録
﹂
の
編
集
・
発
行
に
お
け
る
改
変
に
つ
い
て
:
明
治
18
年
分
乃
至
28
年

分
に
関
す
る
一
考
察
﹂︵
法
図
連
通
信
五
一
・
二
〇
一
九
年
︶︑
笠
学
﹁﹁
大
審
院
判
決
録
﹂
に
お
け
る
参
照
条
文
の
掲
載
と
そ
の
先
行
例
と
し
て
の
﹁
裁

判
粋
誌
﹂
に
つ
い
て
﹂︵
法
図
連
通
信
五
〇
・
二
〇
一
八
年
︶
に
詳
し
い
︶
が
︑
中
国
側
の
﹃
大
理
院
判
決
錄
﹄
は
判
決
原
本
を
末
尾
の
年
月
日
や
裁
判

官
の
署
名
捺
印
に
至
る
ま
で
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
お
り
︑
日
本
の
そ
れ
と
は
判
決
の
掲
載
の
仕
方
が
異
な
る
︒
ま
た
日
本
に
お
い
て
要
旨
の
み
を
簡
潔
に

掲
載
し
た
も
の
と
し
て
は
﹃
大
審
院
刑
事
判
例
要
旨
類
集
﹄︵
東
京
法
學
院
・
一
九
〇
二
年
︶
や
﹃
大
審
院
民
事
判
例
要
旨
類
集
﹄︵
東
京
法
學
院
・
一
九

〇
三
年
︶
が
あ
り
︑﹃
大
理
院
判
例
要
旨
匯
覽
﹄
等
中
国
側
の
出
版
物
の
書
式
は
こ
れ
に
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
判
決
録
や

要
旨
集
の
刊
行
に
つ
い
て
の
影
響
関
係
は
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
︒
日
本
側
の
こ
う
し
た
判
決
録
や
判
例
要
旨
類
集
の
編
纂
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
は

伊
藤
悌
治
の
名
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵﹁
伊
藤
悌
治
先
生
逝
く
﹂︵
法
學
新
報
三
〇
︱
二
・
一
九
二
〇
年
︶
参
照
︶︒
管
見
の
限
り
伊
藤
は
そ
の
編

纂
活
動
に
つ
い
て
特
段
の
回
想
等
を
残
し
て
お
ら
ず
︑
詳
細
な
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

︵
40
︶　
先
の
﹁︵
三
版
︶
大
理
院
判
例
要
旨
﹂
と
の
関
係
に
つ
き
章
宗
祥
は
序
に
お
い
て
﹁
僕
昔
承
乏
大
理
︑
卽
擬
有
所
纂
刻
︑
以
餉
國
人
︑
而
始
終
卒
卒
︑

未
有
暇
邇
︑
於
從
政
之
餘
︑
輙
令
部
員
︑
就
大
理
院
判
例
鈎
玄
提
要
︑
成
判
決
要
旨
一
書
︑
由
司
法
公
報
臨
時
刊
發
︑
冀
讀
者
易
獲
其
要
領
︑
而
尤
未
顯

其
全
豹
爲
憾
︑
今
大
理
院
特
將
其
判
決
全
錄
擇
要
彙
印
︑
則
其
全
具
在
是
矣
︙
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

︵
41
︶　
司
法
講
習
所
に
つ
い
て
は
李
启
成
﹁
司
法
讲
习
所
考
论
﹂︵
比
较
法
研
究
二
〇
〇
七
年
第
二
期
︶
参
照
︒
同
文
に
お
い
て
﹃
大
理
院
判
例
要
旨
滙
覽

　
二
年
度
﹄
に
つ
い
て
の
特
段
の
言
及
は
な
い
︒
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︵
42
︶　
同
書
末
尾
に
収
録
の
﹁
大
理
院
判
例
滙
覽
及
大
理
院
解
釋
文
件
滙
覽
發
行
規
則
﹂
に
﹁
第
一
條
　
司
法
講
習
所
附
設
編
輯
處
編
輯
大
理
院
判
例
匯
覽

及
解
釋
文
件
匯
覽
﹂
と
あ
る
︒
同
書
末
尾
に
は
﹁
大
理
院
判
例
滙
覽
及
大
理
院
解
釋
文
件
滙
覽
編
纂
規
則
﹂
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
規
則
が
発
布

さ
れ
た
日
時
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
書
刊
行
ま
で
に
編
纂
・
発
行
体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
な
お
张
生
﹁
民
国
时
期
民
法
体
系
中

的
判
例
:
形
式
与
功
能
的
变
化
﹂︵
学
术
研
究
二
〇
一
九
年
第
一
期
︶
は
﹁1915

年
大
理
院
编
辑
处
首
次
编
辑
刊
行
︽
大
理
院
判
例
要
旨
︾︐
︙
还
附
录
了

︽
大
理
院
判
例
要
旨
汇
览
及
大
理
院
解
释
文
献
汇
览
编
辑
规
则
︾﹂
と
し
︑
そ
の
出
典
を
﹁
大
理
院
编
︐1915

年
10
月
版
﹂
と
す
る
︒
先
述
の
﹁︵
三
版
︶

大
理
院
判
例
要
旨
﹂
は
司
法
公
報
第
三
・
四
次
臨
時
増
刊
と
し
て
一
九
一
五
年
一
〇
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は
同
規
則
の
収
録
は
な
い
︒
何

か
別
の
版
本
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒

︵
43
︶　
こ
れ
は
同
書
末
尾
に
掲
げ
ら
れ
た
﹁
大
理
院
判
例
滙
覽
及
大
理
院
解
釋
文
件
滙
覽
編
纂
規
則
﹂
に
﹁
第
三
條
　
判
例
同
旨
者
以
最
近
時
之
例
爲
準
異

旨
者
並
錄
之
但
應
注
明
異
旨
字
樣
﹂
と
あ
る
の
と
も
符
合
す
る
︒

︵
44
︶　
同
書
に
あ
る
﹁
編
輯
員
一
覽
表
︵
民
國
八
年
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