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「
真
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
慣
習
は
真
理
に
道
を
譲
る
べ
き

で
あ
る
(
〈
巾
ユ

g
g
g田口氏巾印
g
n
a町民

gロ田口市
E
号
話
ユ

gz)」
、
こ

の
言
葉
は
グ
ラ

1
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
っ
て
ア
ウ
グ

l
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
の

(
l
)
 

雪
国
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
確
に
は
、
ァ

ウ
グ

l
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
が
引
く
ヴ
ア
ガ
の
リ
ボ
ス
ス
の
言
葉
で
あ
り
、
ア

ウ
グ

1
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
論
敵
の
言
葉
で
あ
る
。
秘
蹟
論
争
に
お
い
て
、

「
慣
習
」
た
る
客
観
主
義
H
事
効
論
に
対
し
て
「
真
理
L

た
る
主
観
主
義
H

{2} 

人
効
論
を
対
置
す
る
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

/曲、

、--

浩

l
 

l
 

'
E
E

，，， 

ア
ウ
グ

1
ス
テ
ィ

1
ヌ
ス
は
続
け
て
、
「
も
ち
ろ
ん
、
真
理
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
れ
ば
慣
習
が
そ
れ
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
だ
れ

が
疑
う
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
真
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
こ
れ
か
ら
見
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
リ
ボ
ス
ス
も
ま

た
別
の
慣
習
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
」
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
問
題
は
、
慣
習
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
理
発
見
に
と
っ
て
い

か
な
る
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
同
一
の
信
何
と
教
会
の
一

致
を
も
ち
、
偉
大
な
才
能
と
豊
か
な
教
育
を
受
け
た
無
数
の
人
々
に
対
抗

北法39(5-6・II・679)1919 ' 
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一
人
な
い
し
少
数
の
人
を
支
持
し
て
評
価
を
下
す
こ
と
は
、
精
一

杯
努
力
し
て
力
を
蓄
え
、
事
柄
を
洞
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
安
易
に
ゃ

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
L

こ
れ
を
、
「
慣
習
は
真
理
の
推
定
」
、
す
な
わ
ち
慣

習
に
反
対
す
る
者
が
立
証
責
任
を
負
う
、
と
取
る
こ
と
は
、
彼
が
修
辞
学

教
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
「
慣
習
は
真
理
の
推
定
」
と
い
う
考
え
方
は
、
大
著
『
慣
習
法
』

の
著
者
プ
フ
タ
に
も
認
め
ら
れ
る
。
プ
フ
タ
は
、
事
実
た
る
「
慣
習
」
と
、

フ
オ
ル
ク
の
法
確
信
た
る
「
慣
習
法
」
と
を
区
別
し
、
前
者
を
後
者
の
発

生
根
拠
で
は
な
く
認
識
手
段
と
捉
え
た
。
し
か
し
、
慣
習
、
と
り
わ
け
法

曹
の
そ
れ
は
「
慣
習
法
」
の
認
識
手
段
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
彼
の
「
学

問
法
」
の
認
識
手
段
と
も
な
る
。
学
問
法
は
、
フ
ォ
ル
ク
の
法
確
信
や
立

法
手
続
に
よ
っ
て
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
真
理
(
巧
同
官
-

Z
一
昨
)
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
妥
当
す
る
法
で
あ
る
。
真
理
で
あ
る
と
は
、
既

存
の
法
命
題
か
ら
の
帰
納
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
原
理
か
ら
演
縛
さ
れ
る
こ

と
で
確
保
さ
れ
る
。
無
論
、
帰
納
・
演
鐸
の
過
程
の
正
し
さ
は
当
然
問
題

に
な
る
。
そ
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
の
は
自
由
な
討
論
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
に
討
論
の
差
し
当
た
り
の
結
果
た
る
通
説
・
判
例
つ
ま
り
慣
習
は
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
・
自
由
に
反
駁
し
う
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
通
説
・
判
例
に
は
真
理
の
推
定
が
働
く
」
の
で

あ
る
。

し
て

資

筆
者
は
、
「
学
説
お
よ
び
判
例
と
い
う
、
国
家
権
力
自
体
か
ら
は
大
な
り

小
な
り
離
れ
た
独
立
的
地
位
に
あ
る
法
の
エ
リ
ー
ト
達
の
知
性
的
な
営
み

か
ら
産
み
出
さ
れ
る
も
の
が
、
法
を
創
り
出
し
か
っ
法
を
支
え
て
い
る
と

い
う
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
文
化
に
と
っ
て
中
核
的
要
素
と
も
い
う
べ
き
も

(ロ)
の
」
に
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
を
法
学
者
自
体
が
ど
う
自
己
理
解
し
て
い
る

か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
ア
ゾ
ー
か
ら
始
め
る
の
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
学
に
お
け
る
ロ

l
マ
法
学
の
重
要
性
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ

る。

* 

* 

* 

* 

「
法
律
、
元
首
の
勅
法
、
お
よ
び
告
示
に
つ
い
て
」
(
表
題
)

広
岡
と
い
う
語
は
時
に
狭
義
に
、
時
に
広
義
に
解
さ
れ
る
。

元
首
の
勅
法
お
よ
び
告
示
は
、
広
義
の
]
巾
凶
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

元
首
の
勅
法
は
、
元
首
の
告
示
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。

元
首
の
告
示
と
は
何
か
。

法
律
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
る
か
。

法
律
は
、
近
衛
都
督
が
制
定
で
き
る
。

法
律
は
、
皇
帝
が
委
任
し
た
者
が
制
定
で
き
る
。

法
律
は
、
ロ
ー
マ
国
民
が
制
定
で
き
る
。

法
律
は
、
元
老
院
が
制
定
で
き
る
。

法
律
は
、
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四五-"、七^ 九Cコ
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法
律
は

ヲ
令
。

一
体
と
し
て
の
法
に
含
ま
れ
れ
ば

一
般
的
だ
と
い
わ
れ

Azonis Summa in C. 1 .14 (ー)

法
律
を
解
釈
す
る
者
は
誰
か
。

一
亘
慣
習
法
に
よ
る
解
釈
、
そ
れ
は
文
書
に
記
録
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る

A
M
 

一
回
博
士
の
行
な
う
法
律
の
解
釈
は
、
拘
束
的
で
は
な
い
し
、
ま
た
文
書

に
記
録
し
て
お
く
必
要
も
な
い
。

一
旦
法
律
を
解
釈
す
る
権
威
を
も
っ
者
に
問
い
合
わ
す
べ
き
は
ど
の
よ
う

な
場
合
か
。

一
内
法
律
の
解
釈
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
に
よ
っ
て
利
益
を
図
ろ
う
と
し

た
者
に
不
利
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

法
律
は
、
す
べ
て
の
者
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
を
遵
守
し
な
い
者
の
罰
は
何
か
。

法
律
の
文
言
に
反
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
か
。

ー恒ノ、
"" 以

上
、
神
に
関
わ
る
神
聖
な
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、

人
に
関
わ
る
神
聖
な
事
柄
に
つ
い
て
示
す
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
(
}
巾
官
凹
)

(
日
}

は
神
聖
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
め

-H-zbに
あ
る
よ
う
に
。
あ
る
い

は
、
上
で
は
神
聖
物
の
僕
に
つ
い
て
あ
の
よ
う
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は

神
聖
な
る
法
律
の
僕
、
す
な
わ
ち
法
律
の
制
定
者
お
よ
び
遵
守
者
に
つ
い

て
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
と
は
何
か
、
お
な
じ
く
、
元
首
の
勅
法
お

よ
び
告
示
と
は
何
か
を
見
て
ゆ
く
。

一
と
こ
ろ
で
、
ぽ
同
と
い
う
語
は
、
場
合
に
よ
り
、
厳
密
な
意
味
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
厳
密
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
と
は
、
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
国
民
が
定

め
た
も
の
な

g
E
E
B
℃
。
匂
ロ
ロ
河
。
ョ
白
口
町
)
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る

場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
、

Z
H
と
は
、
元
老
院
の
政
務
官
、
た
と
え

ば
執
政
官
の
提
案
に
よ
り
ロ

l
マ
国
民
が
定
め
た
も
の
と
い
う
場
合
も
、

厳
密
な
用
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
元
老
院
の
政
務
官
、
た
と
え
ば
執
政
官
の

職
に
あ
っ
た
者
の
名
前
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

(U) 

元
老
院
の
政
務
官
職
に
あ
る
者
は
、
複
数
で
あ
っ
た
。

0
・
「
申
・
ロ
ム
に
あ

る
よ
う
に
。
全
員
が
国
民
に
提
案
す
る
と
い
う
こ
と
は
要
件
で
は
な
く
、

一
人
が
全
員
の
意
思
を
も
っ
て
提
案
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
元

老
院
議
員
で
あ
る
執
政
官
が
国
民
に
寸
汝
ら
は
か
く
定
め
ら
れ
る
の
を
よ

し
と
す
る
か
L

と
諮
問
し
、
国
民
が
「
然
り
」
と
答
え
た
も
の
だ
っ
た
の

だ
か
ら
。
法
律
の
定
義
も
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

き
口
葉
は
違
っ
て
も
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
律
と
は
共
同

の
命
令
、
知
慮
あ
る
人
々
の
評
決
、
故
意
な
い
し
知
ら
ず
に
引
き
起
こ
さ

れ
る
悪
行
の
い
ま
し
め
、
国
事
に
関
す
る
共
同
の
誓
約
で
あ
る
。
L

0
・H

ム
ム
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
ぽ
同
が
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ

北法39(5-6・II-681) 1921 
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と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
尤
も
な
定
め
す
べ
て
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

J
巾
凶
と
は
、
う
る
わ
し
い
こ
と

を
命
じ
、
反
対
の
こ
と
を
禁
止
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
裁
可
だ
」
と
い
う

言
い
方
も
で
て
く
る
。
同
じ
く
、
「
ぽ
凶
と
は
、
正
と
不
正
と
に
関
す
る
準

{日
v

則
だ
」
と
い
う
り
・
「
ω-N
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
翻
訳
の
よ
う
な
言
い
方
も

あ
る
。

資

さ
ら
に
、
元
首
の
勅
法
や
告
示
も
、
-
巾
凶
を
広
く
解
す
れ
ば
、
-
m
M
の

一
部
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
章
の
表
題
は
全
体
と
し
て
広
い
意
味
で
の

Z
H
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
ま
た
、
元
首
の
勅
法
は
、
元
首
の
告
示
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

(
M
m
)
 

勅
法
は
、

0
・H

ム
ム
ム
お
よ
び
N

に
あ
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
も
の
で
も
、

特
定
的
な
も
の
で
も
あ
り
う
る
の
に
対
し
て
、

(口)

四
元
首
の
告
示
は
、

C
H
-
E・ω
に
あ
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
定
め
ら
れ

た
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
類
の
あ
と
に
種
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
不
適
当

(
凶
)

で
も
な
い
。
。
・
H

い
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
。
法
律
は
、
誰
に
よ
り
制

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
神
聖
な
宮
廷
の
長
た
ち
の

集
ま
り
〔
参
議
院
〕
の
助
言
を
え
た
皇
帝
と
、
全
部
で
一

O
O人
の
元
老

院
議
員
た
ち
の
こ
の
上
な
く
高
貴
な
集
ま
り
と
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
元
老
院
議
員
た
ち
は
、
「
登
録
さ
れ
た
父
た
ち
(
官
庁
円

2

8
ロ
由
円
ユ
宮
-
)
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
「
父
た
ち
」
と
い
う
の
は
、
サ

l
ル
ス

テ
イ
ウ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
齢
を
重
ね
て
い
る
、
あ
る
い
は
齢
を

重
ね
た
者
と
同
様
の
配
慮
の
ゆ
え
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
登
録
さ
れ
た
」

と
は
、
皇
帝
が
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
名
前
を
そ
の
頭
に
被
る
帝
冠
に
書
き

印
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

五
と
こ
ろ
で
、
法
律
は
ま
ず
書
き
と
ら
せ
る
た
め
に
誰
か
に
託
さ
れ
、

書
き
と
ら
れ
た
も
の
が
再
査
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
く
査
定
さ
れ
る

の
が
衡
平
か
ど
う
か
が
、
も
う
一
度
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
全
員

が
同
意
す
れ
ば
、
法
律
が
神
聖
な
宮
廷
お
よ
び
参
議
院
で
読
み
上
げ
ら
れ
、

元
首
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
国
民
全
体
に
元
首
の
命

に
よ
り
公
布
さ
れ
、
登
録
の
時
か
ら
二
ヵ
月
後
に
発
効
す
る
。
ゎ

-H-E・∞

お
よ
び
〉
三
町
。
。
ロ
・
〈
立
件
・

5
に
あ
る
よ
う
に
。

六
同
様
に
、
近
衛
都
督
も
、
元
首
の
〔
広
義
の
〕
法
律
に
反
す
る
も
の

で
な
い
か
ぎ
り
、
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゎ
・
「
思
い
に
あ
る

よ
う
に
。同

様
に
、
皇
帝
が
委
任
す
る
者
も
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

(幻
)

(

μ

)

(

お
)

官
。

--m・ω
等
に
あ
る
よ
う
に
。
こ
れ
は
、
ゎ
・
「
口
-
H

・
印
お
よ
び
∞
で
、
「
朕

は
、
彼
ら
の
偉
業
す
べ
て
を
朕
の
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
は
朕
よ
り
彼
ら
に
付
与
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ロ
ー
マ
国
民
は
、
お
そ
ら
く
今
日
で
も
、
先
に
述
べ
た
法
律
の
定
義

七^ 

北法39(5-6・II・682)1922
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か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
、

(
初
)

。
一
一
円
討
に
あ
る
よ
う
に
、
〔
立
法
〕
権
能
が
元
首
に
移
転
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
。
な
ぜ
な
ら
、
移
転
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
委
譲

(gロ
2
混
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

国
民
が
こ
の
権
能
を
完
全
に
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ

(
幻
}

う
な
こ
と
は
、
。
・
]
戸
・
N
H

・H
-
H
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
国

民
が
権
能
を
移
転
し
、
そ
の
後
に
取
り
返
し
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

施

)

(

抽

出

)

(

初

)

ロ
-
H

・M
・N
・ω
・E
-
N
A
H
に
あ
る
よ
う
に
。

(
叫
)

九
同
様
に
、
元
老
院
も
法
律
を
制
定
で
き
る
。
ロ
・
「
ωφ
に
あ
る
よ
う

(
認
)

に。

n
-
H
-
E
-
Eで
、
法
律
の
制
定
は
元
首
だ
け
に
許
さ
れ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
こ
と
も
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
元
老
院
も
、
近
衛
都

督
も
、
法
学
者
た
ち
も
元
首
の
権
威
に
基
づ
い
て
制
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
口
法
律
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
明
瞭
で
、
確
定
的
か
つ
疑
義
が
な
い
と
い
う
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
瞭
さ
ほ
ど
立
法
者
に
本
来
的
に
必
要

な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
記
「
新
た
な
法
典
〔
勅
法
業
纂
〕
の
作

(

お

)

(

卸

)

成
に
つ
い
て
」
や
〉
E
F・
。
。
ロ
・
∞
・
吾
・
ω
-
g
H
Y
H
に
あ
る
よ
う
に
。
そ
し

て
、
か
の
熟
慮
を
も
っ
て
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
は
誰
に
よ
っ
て
制

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
に
、
す
で
に
述

べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
私
は
、
一
般
的
な
法
律
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
定
的
な
〔
特
定
の
人
に
関
す
る
〕
法
律
、
あ
る
い

は
、
特
権
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
紫
色
の
宛

名
書
き
に
よ
っ
て
の
み
選
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
特
に
一
章

が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
わ
-
H
-
N
ω

寸
個
人
お
よ
び
団
体
に
対
し
て
与
え
ら
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
に
つ
い
て
」
の
全
体
、
と
り
わ
け
少
叫
に
お
い
て
扱
わ

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
法
律
は
一
体
と
し
て
の
法
(
円

R-

匂
己
由
一
ロ
ユ
凹
)
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
一
般
的
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
(
U

・
5
・ω
N
・合

α
rう
な
場
合
で
な
け
れ
ば
。
他
方
、

一
体
と
し
て
の
法
に
入
ら
な
い
法
律
が
一
般
的
と
な
る
の
は
、
皇
帝
が
判

決
す
べ
く
事
案
を
審
理
し
、
当
事
者
聞
に
確
定
判
決
を
宣
告
す
る
場
合
、

C
H
-
E
・
ロ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
法
律
を
元
老
院
議
決
に
付
す
場
合
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
を
告
示
と
称
す
る
場
合
(
し
ば
し
ば
告
示
法
律

(
Z
H

aws--∞
)
い
わ
れ
る
て
あ
る
い
は
、
法
律
が
国
民
全
体
に
公
布
さ
れ
る

こ
と
、
な
い
し
類
似
の
事
案
で
同
じ
裁
定
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
命
ず
る
場

合
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
一
般
的
だ
と
称
す
る
場
合
、
だ
け
で
あ
る
、

(

却

)

(

口

)

わ
-
H
-
E
Nお
よ
び

ω
。

=
一
さ
ら
に
、
い
か
な
る
場
合
に
立
法
さ
る
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝

に
請
願
が
出
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
自
ら
の
発
議
に
よ
り
動
き
だ
す

場
合
で
あ
る
。
。
・

H
-
E
・ω

「
朕
の
自
発
的
発
議
で
」
以
下
に
あ
る
よ
う
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料

に
。
法
律
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

(ω) 

P
H
'
E
・
ロ
の
よ
う
に
。
法
律
を
解
釈
す
る
の
は
誰
か
。
す
な
わ
ち
、
す
で

に
述
べ
た
立
法
者
す
べ
て
で
あ
る
。
同
様
に
、
慣
習

(
2
5
5
E号
)
も

{

H

U

)

{

位
)

法
律
を
解
釈
す
る
。
ロ
・
日
ω
・
勾
お
よ
び
誌
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
教

へ
必
)

授
も
ま
た
法
律
を
解
釈
す
る

o
C
E
・
E-H
に
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ

の
解
釈
は
必
要
的

(
D
2
2
gユ
ロ
凹
)
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
だ

れ
も
教
授
の
一
言
葉
を
受
け
売
り
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

{
村
)

る
。
さ
ら
に
、
審
判
人
も
事
案
か
ら
法
律
を
解
釈
す
る
。
ロ
・
「
ω
・
5
の
よ

う
に
。
こ
の
場
合
、
疑
念
は
、
あ
る
い
は
、
法
律
の
文
言
に
つ
い
て
生
ず

る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
し
て
解
釈
さ
る

べ
き
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
法
律
に
包
含
さ
れ
な
い
事
件
に
つ
い
て

(
必
)

生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
ロ
-
H

・ω
・
巳
の
よ
う
に
。
以
上
述
べ
て
き
た
人
々
が

(
日
四
)

解
釈
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

C
H
E
ム
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
法
、
つ
ま
り
厳
正

な
法
と
そ
れ
よ
り
広
い
範
囲
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
衡
平
と
の
聞
に
入
れ
ら
れ

た
解
釈
、
つ
ま
り
両
者
を
媒
介
す
べ
き
解
釈
を
洞
察
す
る
こ
と
は
、
元
首

の
み
に
許
さ
れ
、
か
つ
元
首
の
み
の
義
務
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
で
は
あ
る
が
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
君
主
に
の
み
許
さ
れ
る
の
は
、
解

釈
が
一
般
的
で
必
要
的
な
も
の
と
な
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
こ

の
解
釈
は
文
書
に
記
録
す

(
E
Rユ
ヌ
2
5島
常
詰
)
べ
き
も
の
で
あ
る
。

資

他
方
で
、
慣
習
に
よ
る
解
釈

(
8
5
5
E仏
宮
町
一
口
広
召

z
g門戸。)は

一
般
的
で
あ
り
、
必
要
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、

し
か
し
必
要
的
で
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
は
、
文
書
に
記
録
す
る
義

務
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
だ
れ
で
も
任
意
に
記
憶
を
保
持
す
る
た
め
に

有
用
だ
と
い
う
理
由
か
ら
文
書
に
記
録
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
下
記
、

(
M
W
)
 

(リ・

Z
・
ロ
で
の
べ
る
よ
う
に
。

一
回
と
こ
ろ
で
、
い
か
な
る
場
合
に
以
上
述
べ
て
き
た
解
釈
者
の
内
の
だ

れ
か
あ
る
者
の
解
釈
が
求
め
ら
る
べ
き
か
は
、
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
よ
う

に
、
な
ん
で
も
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
心
得
て
お
く
べ
き

は
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
新
し
い
事
件
言
。
〈

g
出
口
問
問
。
江
戸
HB)
に
つ
い
て

疑
念
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
法
律
に
つ
い
て
疑
念
が
生
ず
る
こ

と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
件
に
つ
い
て
疑
念
が
生
ず
る
場
合

に
は
、
皇
帝
に
問
い
合
わ
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
皇
帝
が
〔
同
一
属

州
内
な
い
し
同
一
市
邦
に
〕
い
て
(
宵
宮
田

g凹
)
、
そ
の
下
に
赴
く
こ
と
が

(
初
)

で
き
る
(
包

5
8
u
u
g印
巾
)
場
合
で
あ
る
。
下
記
。

-H-E
∞
、
わ

(

円

引

)

(

叫

相

)

一
見
-
M
-
H
∞
、
お
よ
び

U
・

s・
印
・
自
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
論
拠
、

(
品
開
)

ゎ・

ω-H-H∞
「
す
な
わ
ち
、
審
判
人
が
同
一
属
州
に
お
ら
ず
」
以
下
。
他
方
、

皇
帝
の
下
に
赴
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
類
推
が
な
さ
る
べ
き
で

(
必
)

あ
る
。

0
・
H・ω-HNの
よ
う
に
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
に
つ
い
て
疑
念
が

生
ず
る
場
合
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
か
ら
確
実
に
(
円
巾
ユ
。
ョ
。
仏
O
)

理
解
さ

.!!!!!. 
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at. 

4. Edictum principis quid sit. 

5. Lex qualiter fiat. 

6. Lex condi potest a praefecto praetorio. 

7. Lex condi potest ab iis quibus Imperator mandat. 

8. Lex condi potest a populo Romano. 

9. Lex condi potest a Senatu. 

10. Lex debet esse c1ara. 

11. Lex generalis esse dicitur， ex quo in corpore iuris 

出

N
E
S
S
-
ロ・申
l

凹
)
罰
的
灘
詞

contmetur. 

12. Qui Iegem interpretentur. 

13. Interpretatio consuetudinis， an sit redigenda in scriptis. 

14. Doctoris interpretatio de Iege facta non est necessaria， 

nec in scriptis redigenda. 

~~型~4n~~' 時JQ 閥単主はまさ小て哨lJ~1Q ~O D. 1. 3.23.\qム~~
(写)

D. 1. 3.37Q~小~O~剛ゐθ健闘物兵~ユ型~4D~~' (いやはう脅

でどム-6'í'，~) I 民:f!III Q .，;lよJ~記v' ~J 心誌や初令(l~苦心， I~~皿急車喜必
(~)包)

ムj 有lJ~二時 (recurreri) O C.1.14.11' C. 1. 14.9 .\q吋'~ D.1.3.11 
(5;) 

~1Q千(l~，Ç\ ~O *， Q事翌日'誕~'似4くはおの~'Ç\~駐留延いの。
(百(~)

D. 1. 3.18~耳吋'~ D. 1. 3.19~随時崎小~O

1M ~心~' ~盤底包'誕艇長j倒公令(l ~J -'JややもJQ~糊必}包会心m

-'J.-J+-:判。 ~Iや EE 144書物￡い~~苦心おユ。 C. 1. 14.6.\q斗 b
(苫)

D. 1. 3.25~嶋崎 ~，Ç\ ~O 初心~' ~;0心 Q傾蛍為吋心似4く~~

~ゐ援m!~ミ 4号令。華料D'J -t主' 信手~や〈削rrQ傾t抵はまさ小 'J -'J ~~~O

D.32.69~必時 ~，Ç\ ~O .-J 会.-J'トJ~笠'いや ~1ヨでどム-6，Ç\~'

1Q令。て相J姶~~~~ユ。擢I@ Q 心トJ 令。， t-~ ~~'<' ~~，Ç\~~要梨

~!とv で.\llJ早J1Q I{\小。心ト J I{\ V 組-R~ミS全日~~ I'ユいトJQ .J...j~ポ

v紘嬰~~富山~ユムJ固され初心， .J...j ~i震規嚇揮権w脈1ε~ .-J い543ミ

鰻γ い.\llJ~ト J -'J W' 事長.a~裂いて哨lJ早J 1Q令。。 inter-

pretandi Iegem. 

16. Interpretatio contra eum， cuius fauore aliquid con・

stitutum est， fieri non debet. 

17. Leges obseruare omnes tenentur. 

18. Poena non obsertuantium Ieges quae sit. 

(
!
)
司
H.H.υ
三
回
日
記
ロ
ω
回目ロ
O
N
〈

a uthori ta tem 15. Quando recurratur ad habentes 

De legibus et constitutionibus principum et edictis (Rubrica) 

1. Lex quandoque stricte， quandoque large accipitur. 

2. Constitutio et edictum principis， Iate Iex dici possunt. 

3. Constitutio principis， ab edicto principis， qualiter differ-



由
N
2
3
3・
ロ
・
?
由
)
罰
的
山
崎
将

legi.et 

senatusc. I.j. Quandoque ponitur large pro 

rationabiIi statuto : vnde et dicitur， lex est sanctio facta， 

iubens honesta， prohibens contraria. Et ita est regula ius-

omm 

ff.de ut reipub. sponsio. commums coercitio， 

torum et iniustorum， ut dicitur in transratione Graeca. ut ff. 

2. Constitutio vero principis， et edictum， legis 

partes sunt， ut lex largo modo intelIigatur: et ita large 

positum esse in rubrica dici potest. 3. Differt etiam con-

stitutio principis ab edicto principis: quia constitutio prin-

cipis potest esse generalis et speciaIis. ut ff. de constitut. 

princip. I.j. 9.hae sunt. et 9. plane. 4. Edictum vero prin-

Nec in-

19. Legis uerba an offendere Iiceat. 

Supra de diuinis sacris dictum est， nunc de humanis 

sacris ponit. Nam leges sacrae sunt. ut j.eod.I.Ieges sa-

cratissimae. Vel sic supra de ministris sacrarum rerum， hic 

de ministris sacrarum Iegum， id est， conditoribus et obser-

uatoribus earum. Videamus ergo quid sit lex， item quid 

喜E

題耳

e. I. ij. 

cipis， est ius generale statutum. ut j. eo. 1. iij . 

competenter species post genus supponitur， ut diximus supra 

de haered.et Ma. A quo debent condi? et quidem ab Imper-

atore cum concilio procerum sacri palatij， et coetu honestis-

simo senatorum， qui erant centum numero: et dicuntur 

partes conscripti， Patres， vel aetate， vel simiIitudine curae， 

ut ait Salustius: et Conscripti， quia Imperator eorum 

nomina habebat scripta in diademate capitis sui. 

Delegatur autem Iex primo aIicui dictanda， et dictata recen-

5. 

unus ut 

uoluntate omnium. 

constitutio principis， et edictum. l. Lex autem ponitur 

quandoque stricte， quandoque large. Stricte， ut cum ponitur 

pro statuto popuIi Romani: et hoc est， quod dicitur， lex 

est， quod populus Romanus senatorio magistratu inter-

rogante ueluti consule， constituebat， id est aIiquo， qui erat 

de senatorio magistratu， ueluti consule. Plures autem 

erant in senatorio magistratu. ut ff. de sena. I. ult. 9 . uI. nec 

omnes interrogarent popu!um， sed 

Consu! enim， qui senator erat， con-

sulebat popu!um， an ei placeret ita statui : et popu!us re-

spondebat， Ita: et quantum ad sententiam. Iicet aIia sint 

uerba， eadem est illa definitio， qua dicitur， Lex est com-

mune praeceptum， uirorum prudentium consu!tum， deIictor-

um， quae sponte veI ignorantia fiunt， veI contrahuntur 

exigebatur 



postea revocavit， ut dicitur. ff. de ori. iuris .l.ij .9. exactis. 

et ~. quid ad magistratus. et ~ . et cum placuisset. 9. Item a 

setur， id est iterum interrogatur， an sit aequum ita censeri : 

et si tandem consentiant omnes， recitabitur in sacro palatio 

senatu condi potest. ut ff. e.1. non ambigitur. nec obstat 

quod dicitur， soli principi licet legem condere.j.eo.l.vlti. 

quia et senatus， et praefectus， et iurisconsulti condunt ex 

principis authoritate. 10. Qualiter condi debet lex? et 

vel consistorio， ut confirmetur per principem， et per populos 

iussu principis divulgatur， et valeat post duos menses a 

tempore insinuationis. ut j . eod .1. humanum. et in Authent. 

ut factae nouae constitut. post duos menses post in-

Nam nihil quidem clare et aperte， certe et indubitanter. 

adeo proprium est legislatoris， ut claritas_ ut supra de novo 

C. fac. et in authen. de testamentis imperfectis.9. nos igitur. 

et cum deliberatione iIla， de qua dixi. supra cum tractarem 

Loquor autem de legibus generalibus， 

non de specialibus， vel privilegiis， quae tantum purpurea 

inscriptione leguntur: de quibus specialis est rubrica. j. 

diversis rescriptis per totum， et maxime in 1. ulti. et penul. 

a quo debeat condi. 

sinuationem eorum valeant. col. v . 6. Item potest condi a 

praefecto praetorio， si non sit contraria legibus principis. ut 

j . de offic. praefec. praet.1. formam. 7. Item ab iis， quibus 

mandat Imperator. ut in prologo Institutio. 9. cumque haec 

Deo proposito， et c. et hoc est etiam，quod dicitur : Omnia 

merito nostra facimus， quia ex nobis omnis ei impartietur 

auctoritas. ut C.de veteri iure enuc. l. j.~.cumque haec 

ド

N
2
c
g・
ロ
・
?
由
)
目
的
規
#

11. Sciam autem legem generalem esse hoc ipso， quod 

continetur in corpore iuris， nisi in casu vt ff. de decur.l. 

neque. Si autem non clauditur corpore iuris， non est gener-

alis， nisi Imperator cognitionaliter de causa cognouerit， et 

inter partes definitiue pronunciauerit. vt j . e .1. vlt. Vel nisi 

mittat legem ad senatusc. vel nisi vocet eam edictum (vt 

materia. et ~. sed neque. 

et hodie potest condi lex， ut ex praedicta definitione legis 

patet， licet dicatur potestas translata in principem. ut j . de 

vet.iur .enu.l.j. ~ .hoc etiam. Dicitur enim translata， id est 

concessa， non quod populus omnino a se abdicaverit eam. 

sic et ponitur ff. de offic. eius， cui manda. est iurisdicti.l.j. 

~ . qui mandatam. N am et olim transtulerat， sed tamen 

8. A populo autem Romano forte 

(l)
司

H
.
H
.
υ
E
国

E
g
Eの
田
宮
O
N
〈



redigenda. 

generalis sit. et necessaria. non tamen necessaria : nec in 

scriptis ex necessitate redigenda. 

utilitate ad conseruationem memoriae quisque in scriptis 

redigere potest. vt infra de profess. 14. Quando autem 

recurratur ad interpretationem alicuius praedictorum. bene 

est. vt videamus. Et sciendum est. quia in iudicio quando. 

que contingit dubitatio super aliquo nouo negocio. quando. 

que super lege aliqua. Si super negocio. dominus Imper. 

ator consulendus est : si tamen praesens sit. et eius copia 

sit. vt infra eo.1. humanum. et de vete. iur. enu.1. ij. ~. sed 

quia diuinae. et ff. de fideicom.li .l.itaque et arg.j. de iudic. 

1. fina. ibi. ne compellatur et c. Si autem non sit eius 

copia : procedendum est de similibus ad similia. vt ff. eo .1. 

∞N
E
S
S
-
ロ
・
申
出
)
罰
的
潟
将

interpretatio sit generalis. necessaria. et est in scriptis 

Consuetudinis autem interpretatio licet 

sed ex voluntate et 

13. 

saepe dicitur. Hac edictali lege) vel nisi iubeat eam diuul. 

gari per omnes populos. vel in similibus causis idem statui. 

vel nisi vocet eam generalem. j. eo.1. ij . et iij. 12. Item 

quando ferenda est? et quidem quando preces Imperatori 

porriguntur. vel cum sua sponte mouetur. vt j . eo .1. iij. ibi. 

siue eas nobis. et c. Item cum non est per 1. difinitum. vt j . 

Quis interpretatur leges? Et quidem hi 

Item con. 

喜E

題耳

omnes. qui condunt: de quibus dictum est. 

suetudo interpretatur legem. vt ff. e.1. si de interpretatione. 

et I.minime. Sed et magister interpretatur leges. vt j .de 

professo. qui in Constantinopolitana ciuitate .I.j . 

interpretatio non est necessaria : nam nemo est addictus 

iurare in verba magistri. sed et iudex legem interpretatur ex 

causa. vt ff.e.1. neque leges. et hoc siue dubitetur de verbis 

legis et qualiter sit intellingenda. vt 

dubitetur de casu. qui non est comprehensus lege. vt ff.e.1. 

non possunt. Nec contrarium est his. quod dicitur. j .e.l.j. 

soli principi licere. et oportere inspicere interpositam. id est 

interponendam interpretationem inter ius. scilicet strictum 

et aequitatem. quae latius patet. Nam ei soli licet. vt 

Sed illa 

eo .1. cum de nouo. 

ex con. non possunt. Si vero super lege: si quidem 

suetudine certo modo est intellecta. eius intellectui stabitur. 

vt ff. eo.1. minime. et 1. quod si de interpretatione. Quod si 

de consuetudine non est certificata. recurritur (vt dictum 

est) ad principem. si sit eius copia. vt j . eo.1. cum de nouo. 

dictum est: siue 
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包
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5
E
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白
山
口
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巳

R
E
ゎ。門出

n
g・
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n-AF
・
グ
ラ

l
テ
ィ
ア

i
ヌ
ス
が
引
用
す
る
の
は
、
「
も
ち

ろ
ん
、
:
:
:
だ
れ
が
疑
う
で
あ
ろ
う
か
」
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
デ
ィ

ス
テ
イ
ン
ク
テ
イ
オ
l
中
の
諸
カ
ノ
ン
か
ら
し
て
も
(
円
・
晶
、
n
・
ご
、

ア
ウ
グ
l
ス
テ
ィ
!
ヌ
ス
『
洗
礼
論

(
U
Z
U
同三
2
5
0
)
』
か
ら
の

グ
ラ

1
テ
ィ
ア
1
ヌ
ス
の
引
用
は
、
か
な
り
意
図
的
で
あ
る
。
慣

習
を
根
拠
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
に
反
対
す
る
者
た
ち
に
対
す

る
、
改
革
派
の
考
え
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
。
・
円
、
何

回

HN〉
ω
巾
門
回
目
・
・
回
目
白
吉
町
『
巾
仏
ロ
ロ
吋

O
X
2
門
ぽ
回
目
ロ
凹
巴

E
門戸

Oロ
凹
色
町

-凶

m]山
田
町
内
ロ

OnnEmロ
グ
吋

O
B
m
〈
口
・
円
〉
m
刷
巾
の

Z
E
Z
Z巾

Azonis Summa in C. 1 .14 (ー)

2 

H
H
8
1
5詰
・

ωoロ
R
2
2
、Hdmoユ
巾
仏
ロ
ロ

g
p
℃

-NH印
の
見

方
で
あ
る
。
n
・
印
が
、
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
が
依
拠
し
た
キ
プ
リ
ア
l
ヌ

ス
を
引
く
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
の
見
方
は
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
秘

蹟
論
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

改
革
派
の
一
部
と
に
は
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
堀
米
庸
三
『
正
統
と
異
端
』
(
中
公
新
書
・
一
九
六
四
年
)
、

特
に
九
六
頁
以
下
参
照
。

ア
ウ
グ

1
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
と
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
と
の
論
争
に
つ
い

て
は
、
堀
米
前
掲
書
五

O
頁
以
下
、
坂
口
昂
吉
・
金
子
晴
勇
訳
『
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
8
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
駁
論
集
』
(
教
文
館
・

一
九
八
四
年
)
参
照
。

坂
口
・
金
子
前
掲
訳
書
一
一
四
頁
参
照
。
た
だ
し
、
訳
文
は
ミ
l

一
一
ュ
版
か
ら
の
拙
訳
。

同
書
一
一
一
一
頁
参
照
。
引
用
文
に
先
立
つ
文
章
も
参
照
。

ア
ウ
グ

l
ス
テ
ィ

i
ヌ
ス
の
慣
習
観
は
、
あ
る
い
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
「
通
念

(g色
。
一
凶
国
)
」
に
比
定
で
き
よ
う
か
。
高
田
三

郎
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
(
上
)
』
(
岩
波
文
庫
・
一
九
七
一
年
)

三
六
頁
一

O
九
八
b
二
七
1

三
O
、
同
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学

(
下
)
』
(
岩
波
文
庫
・
一
九
七
三
年
)
一
五
頁
一
一
四
五
b
五
1

七、

3 4 5 
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料資

6 

村
治
能
就
訳
「
ト
ピ
カ
」
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
2
』
(
岩
波
書

庖
・
一
九
七

O
年
)
三
頁
以
下
一

O
O
a
三
0
1
b
二
三
参
照
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
本
格
的
な
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

。・回り・司
d
h回
、
叶
〉
・
。
同
聞
の
巾
者
O
Y
ロ
y
a
仲間『巾
n
y
?
N
・吋巾{}

(
開
ユ
白
口
問
巾
口
同
∞
ω叶
)
・
匂
・
印
巾
仲
田
・
一
包
刊
5
・同》白ロ門田巾宮巾ロ・

ω
・

〉
口
出
・
(
戸
包
円
】
N
-
m
H
∞
合
)
閉
・
巴
・
プ
フ
タ
の
慣
習
法
論
に
つ
い
て
、

一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
石
田
喜
久
夫
『
民
法
学
事
始
』
(
成
文
堂
、

一
九
八
五
年
)
三
二
頁
以
下
参
照
。

判
例

5
2
5
M
g
m号
E
R
F・
HVE江
田
)
や
通
説

(
F
R
g
n
v
g母

宮
町
山
口
ロ
ロ
m・
8
5
5口
三
回
。
立
E
O
)
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
法
が
、

慣
習
法
と
学
問
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
曹
法
(
』
Z
1
2
8
5
n伊丹)

も
二
つ
の
意
味
を
も
っ
。
プ
フ
タ
は
、
学
問
法
と
し
て
の
法
曹
法

を
本
来
的
な
意
味
の
法
曹
法
と
呼
ん
で
い
る
。
。
巾
到
、
。
宮
口
『

E
S
E
-

円

F
Y
N
・、吋巾ロ・匂・

5
・
慣
習
法
と
し
て
の
法
曹
法
と
し
て
は
、
た

と
え
ば
、
遺
言
書
に
証
人
が
内
と
外
と
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
二
人
の
証
人
の
う
ち
一
人
が
署
名

す
れ
ば
よ
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
遺
言
書
に
証
人
が
捺
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
等
で
あ
り
、
そ
の
本
性
上
な
ん
ら

か
選
択
的
な
も
の
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
フ
オ
ル
ク

の
法
的
確
信
で
あ
る
の
は
、
男
性
だ
け
の
問
題
に
つ
い
て
男
性
の

(7) 

確
信
が
フ
オ
ル
ク
の
確
信
と
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
で
は
、

そ
の
専
門
的
知
識
の
ゆ
え
に
法
曹
が
フ
オ
ル
ク
の
代
表
(
河
巾
・

匂
呂
田
巾
ロ
仲
間
口
門
)
と
な
る
か
ら
で
あ
る
、
。
同
】
・
門
戸
円
・
・
℃
・
ロ
巾
門
田
・
一

の
巾
ヨ
oy
口町色丹凹門巾

nz-H・
、
吋
包
-
(
開
ユ
白
ロ
m巾
ロ
同
∞

Ne--v-zhp
巾丹

回
-
-
u
-
H由]{巾同印・

(8)

の
ヨ
司
O
Y
ロ『包門田叶巾

nz-N・、同，
af
℃・

5
2
∞
-
一
一
句
白
ロ
己
巾
宮
巾
ロ
・

一一・

]5
・

(9)

プ
フ
タ
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
法
は
フ
オ
ル
ク
の
確

信
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
学
問
的
営
為
は
、
国
民
的
な
(
ロ
丘
一
。
ロ
包
)

も
の
で
は
な
い
。
学
問
的
確
信
は
人
が
フ
オ
ル
ク
の
一
員
と
し
て

で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
も
つ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
フ
オ

ル
ク
の
精
神
が
こ
れ
を
直
接
に
産
み
出
す
の
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
学
問
が
法
源
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
オ
ル
ク
の
直
接

の
確
信
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
固
有
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
学
は
国
民
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
法
学
が
学
問
と
な
る
た
め
に
は
そ
の
対
象
を
国
民
的
な

も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
対
象
の
真
理
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
の
み
、
法
学
は
か
の
生
産
力
を
も
ち
う
る
の
で

あ
り
、
こ
の
カ
は
法
学
が
真
の
学
問
で
あ
る
限
り
で
法
学
に
帰
属

す
る
の
で
あ
る
。
」
の
叩
者
。
町
口
町
叩
g
z
n宮
・
同
・
、
『
巾
-
f
u
・
呂
町
四
仲
間
・
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「
学
問
的
論
究
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
法
源
〔
フ
オ
ル
ク
の
共
通
の
確

信
と
立
法
権
〕
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
法
命
題
の
基
礎
に
あ
る
原
理

が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
問
的
論
究
に
よ
り
、
同
じ
原
理
か
ら

既
存
の
法
命
題
が
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し

て
、
別
の
法
命
題
を
推
論
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
の
命
題

は
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
学
問
に
よ
っ
て
既
存
の
法

か
ら
、
す
で
に
そ
の
中
に
庇
芽
と
し
て
あ
る
の
を
、
は
じ
め
て
引

き
出
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
新
し
い
の
で
あ
る
。
」
の
9
5
Zロa

F
a
g
z
n
z・
N
-
H
，四戸間)・

5
・
あ
く
ま
で
も
既
存
の
法
を
出
発
点

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
然
法
論
と
は
異
な
る
わ
け
で
あ

る、

-onn-?。
し
た
が
っ
て
、
プ
フ
タ
の
方
法
が
論
理
的
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
こ
に
帰
納
と
い
う
現
実
的
契
機
を
見
な
い
の
は
、

査
ん
だ
見
方
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
笹
倉
秀
夫
『
近

代
ド
イ
ツ
の
国
家
と
法
学
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
九
年
)

二
四
八
頁
以
下
で
、
プ
フ
タ
の
法
学
を
「
論
理
一
貫
性
第
一
主
義

の
思
弁
的
法
学
」
と
い
う
の
は
、
原
理
な
り
概
念
な
り
の
既
存
の

法
た
る
ロ

l
マ
法
文
か
ら
の
獲
得
過
程
を
考
慮
し
て
い
な
い
点

で
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
同
書
二
四
九
頁
末

尾
の
サ
ヴ
イ
ニ

1
批
判
に
し
て
も
基
本
的
に
は
ロ
!
マ
法
文
か
ら

の
帰
納
を
巡
る
議
論
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続

人
は
、
自
身
で
は
取
得
す
る
権
能
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
通
常
の

譲
渡
は
受
け
ら
れ
な
い
権
利
で
あ
っ
て
も
、
相
続
人
の
資
格
で
そ

の
権
利
の
主
体
た
り
う
る
と
い
う
法
文
(
り
・
怠
・
ω
・3
b日
・
ど
か

ら
も
、
寸
相
続
財
産
の
内
に
被
相
続
人
の
人
格
が
持
続
す
る
」
と
い

う
命
題
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
(
司
白
ロ
色
色
色

g-
一
主
叶
)
、
こ

の
法
文
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
言
及
し
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
プ
フ
タ
の
法
源
処
理
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
海
老
原
明
夫

二
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
物
権
移
転
理
論
」
『
法
学
協
会
雑

誌
』
一

O
六
巻
(
一
九
八
九
年
)
一
号
一
六
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
司
同
昆
巾
宮
巾

p
m
-
E
ロO
ゲ
。
は
、
論
争
の
場
と
し
て
の
雑
誌
の

目
録
を
示
し
、
コ
2
・
旬
は
、
論
争
集
を
示
す
。

(
日
)
の
何
者
。
}
g
y
m
-
Z
B
n宮
-

N

・、吋巾デ匂・

5
一一句白ロ仏巾}内件。ロ・附・

5
・

ち
な
み
に
、
町
巾
司
色
町
同
曲
目

Y
2
5
を
法
人
と
見
る
の
は
、
当
時
の

通
説
で
あ
っ
た
。
ぇ
・

ω白色

mロ山〉
ω苫
Z
S
色巾回目指丘一

mgas-∞'

n
y
g
m
R
u
g
-
回門田・
N

(

切巾円
-
E
5
8
)
・円】・

ω
8
・
プ
フ
タ
自
身

は
、
自
己
の
慣
習
法
論
が
十
分
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
「
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
旧
説
が
徹
底

し
て
考
え
鋭
敏
な
感
覚
を
も
つ
あ
ん
な
に
多
く
の
法
曹
の
見
解

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
プ
フ
タ
は
通
説
に
挑
戦
し
、
徹
底
し
た
論
証
を
試
み
た
の
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料

で
あ
る
。
筆
者
の
プ
フ
タ
観
は
、
通
説
的
な
も
の
と
は
異
な
り
、

彼
の
体
系
が
開
放
的
な
も
の
だ
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
通
説
的
な

見
方
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

U
-
z。
河
戸

N
R
開
呉
氏
与
口
口
問

号
吋
需
要
。
F
E
M巾
正
月
号
庄
内
F
S
吋

Z
2戸

3

B
『
者
・

3
-
m
m
E
z
a
q
a
q
-
-ロ
邑
吋

g
・
u
-
ω
2
2
∞
・
を
参
照
。
よ
り

本
格
的
な
基
礎
づ
け
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(
臼
)
滋
賀
秀
三
「
中
国
法
文
化
の
考
察
!
訴
訟
の
あ
り
方
を
通
じ
て

-
」
『
法
哲
学
年
報
』
一
九
八
七
年
三
九
頁
。

(
日
)
わ

-rz・
由
こ
の
上
な
く
神
聖
な
法
律

(
Z
m
g
g
R包目的・

回
目
自
由
巾
)
は
、
万
人
の
生
活
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
万
人

に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
も
の
で

あ
っ
て
こ
そ
、
全
国
民
が
法
律
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
よ
り
は
っ
き

り
と
知
っ
た
う
え
で
、
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
避
け
、
許
さ
れ
た
こ

と
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
法

律
の
う
ち
に
暖
昧
と
思
わ
れ
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は

皇
帝
の
解
釈
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、
朕
の
仁
慈

(FEME-g印
)

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
法
律
の
厳
格
さ
は
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

資

佐
伯
好
郎
「
ユ
帝
欽
定
勅
法
業
纂
邦
訳
(
二
十
)
」
『
法
律
論
叢
』

一
九
巻
二
号
ご
九
四

O
年
)
二
三
三
頁
参
照
。

(
H
)
0
・H

・由・巴
-
H

と
こ
ろ
で
、
元
老
院
議
員
と
は
、
上
は
門
閥
貴

族
(
旬
白
丹
江
口
ロ
)
お
よ
び
執
政
官
た
ち
(
円
。
ロ
田
口
}
巾
凹
)
か
ら
下
は
す

べ
て
の
イ
ル

1
ス
ト
レ
ー
ス
(
三
江
戸
宮
巴
話
回
)
に
及
ぶ
者
た
ち
と

解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
イ
ル

l
ス
ト
レ
ー
ス
も
元

老
院
に
お
い
て
単
独
で
意
見

2
2芯
ロ
丘
町
凶
)
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
か
ら
。

春
木
一
郎
『
ユ

1
ス
テ
ィ

1
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
学
説
葉
纂
プ
ロ

1

タ
』
(
有
斐
閣
・
一
九
三
八
年
)
一
一
一
八
頁
参
照
。

(日
)
U
-
H
・
ω
・
N
:
・
さ
ら
に
、
ス
ト
ア
派
最
高
の
知
恵
を
も
っ
ク

リ
ュ
ス
イ
ツ
プ
ス
も
、
寸
法
律
に
つ
い
て
(
克
巳
口
。
5
0ロ
)
」
書
い

た
書
物
を
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。
「
}
巾
凶
j

と
は
、
神
事
お

よ
び
人
事
す
べ
て
の
女
王
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ぽ
凶
で
あ
る
な
ら
ば
、

当
然
に
、
そ
れ
は
善
悪
を
司
り
、
自
然
本
性
上
国
的
で
あ
る

(句。一

E
w
o
p
a丘
一
一
的
)
動
物
の
領
導
者
、
指
導
者
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
正
と
不
正
と
に
関
す
る
規
範
で
あ
り
、
な
さ
る
べ
き
こ
と

が
な
さ
れ
る
よ
う
命
じ
、
な
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
な
さ
れ
る

の
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
L

な
お
、
引
用
部
分
の
訳
は
、
モ
ム
ゼ
ン
|
ク
リ
ュ

i
ガ

l
版
の

ラ
テ
ン
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
。
ア
ゾ

l
の
引
く
「
正
と
不
正
と

に
関
す
る
準
則
合
a
z
E
2
2
0
2
5
2
Z
2
2
0
2
5
)
」
は
、
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}内田口
O
ロ
白
色
F内回一
O
ロ
}
内
回
目
白
E
F
Sロ
見
)
訳
で
、
モ
ム
ゼ
ン
|
ク

リ
ュ

l
ガ

l
版
で
は
「
正
と
不
正
と
に
関
す
る
規
範
(
ロ
ミ
ヨ
白

E
2
-
2
5
2
m
g
」
と
な
っ
て
い
る

0
2
0
8印
。
E
E白ユ国

(Fcm己
E
・冨

unuハ
凶
〈
ロ

-
Z巾ロ己
E
n
w
二)回口白
σ司ロ
nw-
呂
田
印
)
の

訳
で
は
、
日
関
口
一
白
一
5
Z
2
5
2
E
E
2
0
2
5
と
な
っ
て
い
る
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
八
五
頁
参
照
。

(凶

)
U
-
H
・品
-H

元
首
が
善
し
と
し
た
こ
と
は
、
法
律
の
効
力
を
も

っ
。
す
な
わ
ち
、
元
首
の
支
配
権

(-S旬
q
E
B
)
に
つ
い
て
制
定

し
た
皇
帝
法

(
Z
H
B盟
国
)
に
よ
り
、
国
民
(
吉
宮

-5)
は
、
元

首
に
自
分
の
も
つ
自
分
に
対
す
る
全
支
配
権
と
権
力

S
2
2
g
e

を
も
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
「
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
が
回
勅

(巾立
m
E
E
)
や
決
裁
書

(
E
Z
Q号
広
三
に
よ
り
定
め
た
こ
と
、

あ
る
い
は
、
終
局
な
い
し
中
間
判
決
を
下
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、

告
示
に
よ
っ
て
命
じ
た
こ
と
す
べ
て
が
、
法
律
で
あ
る
こ
と
は
確

か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
勅
法
と
呼
ぶ

も
の
で
あ
る
。

N
-

こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
明
ら
か
に
、
個
人
に

関
わ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
先
例
(
巾
阿
冊
目
立
ロ
ヨ
)
に
は
関
係
が

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
元
首
が
あ
る
者
の
功
績
に
対
し
て
賜
る
勅
法

は
、
あ
る
い
は
、
な
ん
ら
か
の
罰
を
課
し
た
場
合
で
も
、
あ
る
い

は
、
先
例
な
し
に
あ
る
者
を
援
助
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
個
人

17 

を
超
え
て
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
九
三
頁
参
照
。

(U-H-E
・ω

一
般
的
な
法
律
と
し
て
、
向
後
す
べ
て
の
者
に
よ

り
等
し
く
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
高
貴
な

集
ま
り
(
〈
巾
ロ
巾
吋
白
E
-
2
8巾
吉
田
)
〔
元
老
院
〕
に
皇
帝
宣
示
(
。
『
白
骨

-
。
)
が
送
ら
れ
て
定
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
告
示
に
付
加
さ
れ
た
文

言
に
よ
り
宣
明
さ
れ
る
(
ロ
ロ
ロ

2
冨
『
{
)
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
朕

の
自
発
的
発
議
で
制
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
嘆
願
や
報
告
や
訴
訟
の

提
起
に
よ
り
制
定
が
要
議
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
よ
う
に
し
て
定
め
ら
れ
る
法
律
が
、
告
示
の
宣
明
と
評
価
で
き

る
な
ら
、
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
ろ
も
ろ
の
審
判

人
へ
の
通
達
に
よ
り
す
べ
て
の
民
族
に
あ
ま
ね
く
告
げ
知
ら
さ
れ

て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
明
示
的
に
、
元
首
た
ち
が
あ
る

特
定
の
事
件
で
裁
定
さ
れ
た
こ
と
が
類
似
の
事
案
の
運
命
を
も
定

め
る
と
い
う
習
わ
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
法
律
の
内
容
と
な
っ
て

い
る
場
合
の
よ
う
に
。

H

・
さ
ら
に
、
一
般
的
な
法
律
と
称
さ

れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
万
人
に
効
力
が
及
ぶ
こ
と
が
命
ぜ
ら

れ
て
い
た
場
合
に
も
、
告
示
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、
あ
る
事
件
を
裁
く
際
に
朕
が
下
し
た
、
な
い
し
、
今
後

下
す
中
間
判
決
は
、
こ
の
事
件
を
超
え
て
一
般
に
先
例
と
な
る
も
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料

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
ど
こ
か
あ
る
市
邦
や
属
州
や
団
体
に
特
に

限
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
も
一
般
的
効
力
を
も
っ
慣
習
(
。

gqE

4
白
ロ
丘
町
凶
)
に
入
ら
な
い
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

(四

)
ω
ロ
ヨ
ヨ
白
山
口
口
・
「
印
・
旬

E
巾
・
「
以
上
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
何
に

仕
え
る
者
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
。
今
度
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る

者
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
異
端
者
一
般
に
つ
い
て
、
ま
た
特
に
、
マ

ニ
教
徒
と
サ
マ
リ
ア
教
団
に
つ
い
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
よ
り
不
誠
実
な
異
端
で
あ
り
、
よ
り

重
い
、
よ
り
特
殊
的
な
罰
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た

表
題
の
立
て
方
は
、
ゎ
・
ω
・
2
〔
「
役
権
お
よ
び
流
水
権
に
つ
い
て
L

〕

で
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
し
ば
し
ば
、
類
〔
一
般
〕
の
あ

と
に
種
〔
特
殊
〕
が
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
種
が
先
に
出
さ
れ

て
、
類
が
後
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
。
・
由
-
N
-
M
吋
・
ロ
の
よ
う
に
。

(
U
R
E
S
巾
印
円
程
官
同
庁

B
Z
B
E印
ESo--n白
巾
虫
色
色
一
ロ
ロ
ロ

n

白
邑

g
B
5
骨
白
色
己
巾
叶
出
血
ユ
山
田
包

5
・
広
町
田
Y
円山巾

E
2
2一円一回一口

問巾

5
5
一
色
告

RE--丹
市
『
母
冨

E
E
g
m
F
2
ω
白

B
R
-

E
ロ
F
O
E
-
宮
門
片
山
岳
。

5
m
g
R
R
E
E口
同
唱
え
自
由
一
。
ュ

2

告

R
E
s
-
Eロ
仲
間

5
2白
色
関
口
ケ
え
]
・
門
出

2
5
5
一

間
一
宮
山
口
同
巾
司
宮
口
昨
日

Eσ
・
』
・
内
同
巾
叩
巾

E-・
2
2
5・

資

∞白巾円)巾 (l> 
H-

(
日
)

巾ロ-ロ
H
U
O
回目円。

m巾ロ巾『巾・同】
O
口
芹
ロ
吋
∞
-u
巾
n-
巾
回
一
巾
丹
匂
門
田
巾
口

J
F

目的印白

由
也
巾
円
日
夕
凹
己
目
V
H

】。口同門戸】叫

m
S
E
m
-
三
氏
・
白
色
-
巾
・
〉
心
口
一
-
-
-
弘
田
町
?

ロロ印印巾円
Z
E
E
-
町

-
Z
S
C
R
・)」巴・申
-
N
-
M
吋・

5
は
、
ア
ク
ィ

l
リ
イ

ウ
ス
法
の

.2UR-べ
と
い
う
語
の
説
明
で
あ
る
が
、
同
法
文
明
・
印

に
あ
る
「
不
法
に
燃
や
し
、
破
壊
し
、
駄
目
に
す
る
も
の

2
c
c
a

z
g
R
X
昨
巾
闘
再

R
E℃
q
R
E
Eユ
国
)
」
で
、

E
B匂
叩
叶
巾
が
ロ
耳
目
、

同
『
田
口
問
団
尽
に
対
し
類
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ω釦]]巳印昨日
5
・
∞
巾
ロ
ロ
B
(
u
a
E
Eタ
〈
円
・
∞
「
古
の
ロ

l
マ
人
た

ち
は
法
律
に
基
づ
く
支
配
を
有
し
、
こ
れ
を
王
制
と
名
付
け
て
い

た
。
肉
体
は
齢
を
重
ね
て
い
る
た
め
に
堅
固
で
は
な
い
が
、
精
神

は
知
恵
に
よ
っ
て
頑
強
で
あ
っ
た
選
良
た
ち
が
国
事
の
相
談
に
預

か
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
あ
る
い
は
、
齢
を
重
ね
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
あ
る
い
は
、
齢
を
重
ね
た
者
と
同
様
の
配
慮
の
ゆ
え
に
、
父

た
ち
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
」

一回
-
E・
∞

朕

は

、

以

下

の

こ

と

が

仁

慈

に

適

う

(vcg白
ロ
ロ
ヨ
)
こ
と
と
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
他
に
、
公
的

な
い
し
私
的
な
訴
訟
に
お
い
て
、
古
の
法
律
に
も
入
っ
て
い
な
い

一
般
的
な
規
範
を
必
要
と
す
る
な
に
か
が
生
じ
て
き
た
場
合
に

は
、
こ
れ
が
、
ま
ず
前
も
っ
て
、
朕
の
宮
廷
の
長
た
ち
す
べ
て
に

よ
り
、
ま
た
、
元
老
院
の
父
た
ち
よ
(
由

g
ぇ
5

2ロ凹円『目立山)、

2u 
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汝
ら
の
こ
の
上
な
く
栄
え
あ
る
集
ま
り
に
よ
り
論
議
さ
れ
、
そ
し

て
、
全
判
官
(
宮
号
と
お
よ
び
汝
ら
が
承
認
す
る
な
ら
、
こ
の
提

案
(
田
口
高
包
白
)
が
書
き
取
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
も
う
一
度
全

参
集
者
に
よ
り
再
査
定
さ
れ
、
全
員
が
同
意
す
る
な
ら
、
最
後
に

朕
の
神
聖
な
る
参
議
院
で
読
み
上
げ
ら
れ
て
、
全
員
の
同
意
が
朕

の
権
威
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
元
老
院
の
父

た
ち
ょ
、
心
得
て
お
か
れ
た
い
。
朕
の
寛
仁

(
n
Z
5
8色
白
)
に
よ

り
向
後
法
律
を
発
布
す
る
た
め
に
、
上
で
述
べ
た
方
式
を
守
ら
ず

に
は
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
。
す
な
わ
ち
、
朕
は
、
汝
ら
の
助

言
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
朕
の
支
配
の
至
福
と
、
朕
の

光
栄
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
承
知
し
て
お
る
の

で
あ
る
か
ら
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
三
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
現
代

の
ロ

l
マ
法
学
で
は
、
富
一
可

2
8
5
R
f
z
は
、
ア
ゾ
l
の
解
釈

と
は
違
っ
て
、
同
】
白
門
司

2
2
8
5
Q
e巴
「
父
た
ち
お
よ
び
登
録
議

員
た
ち
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

船
田
亨
二
『
ロ

l
マ
法
』
第
一
巻
(
岩
波
書
庖
・
一
九
六
八
年
)

七
九
頁
、
開
・
マ
イ
ヤ

l
(鈴
木
一
州
訳
)
『
ロ

l
マ
人
の
国
家
と
国

家
思
想
』
(
岩
波
書
底
・
一
九
七
八
年
)
五
七
貰
以
下
参
照
。

(
幻
)
〉

EFno---〈
・
吾
・

5
(
Z
O〈・

2)
新
し
い
勅
法
は
、
そ
の

登
録
の
後
二
ヵ
月
経
っ
て
効
力
を
生
ず
べ
き
こ
と
。
し
か
し
、
こ

れ
は
、
相
続
財
産
の
四
分
の
一
を
遺
贈
す
る
さ
い
に
、
遺
言
書
に

つ
い
て
諸
勅
法
が
定
め
て
い
た
厳
格
な
方
式
を
、
相
続
人
の
名
を

書
か
な
か
っ
た
り
、
述
べ
な
か
っ
た
り
し
て
、
遵
守
し
て
い
な
い

者
た
ち
を
害
し
な
い
。

本
勅
法
は
、
遺
言
書
の
厳
格
な
方
式
を
定
め
た
勅
法
の
修
正
勅

法
。
そ
の
通
常
の
効
力
発
生
時
期
以
前
に
従
前
の
勅
法
の
効
力
が

失
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
訳
し
た
の

は
、
表
題
部
分
の
み
。

(n)(U-H-g-N
近
衛
都
督
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
範
は
、
一
般

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
律
や
勅
法
に
決
し
て
反
す
る
も
の
で

な
く
、
そ
の
後
に
朕
の
権
威
に
よ
り
何
も
改
め
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
守
ら
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

(
お
)
同
・
胃
。
}
・
?ω

こ
の
こ
と
〔
勅
法
お
よ
び
学
説
の
編
纂
事
業
〕
が

恵
み
深
き
神
に
よ
っ
て
完
成
し
た
今
、
朕
は
、
宮
内
庁
長
官
、
前

法
制
長
官
ト
リ
ボ

1
ニ
ア
l
ヌ
ス
卿
(
三
司
自
白
関
口

5
2凹
)
な
ら
び

に
イ
ル

l
ス
ト
レ
ー
ス
た
る
法
学
教
授
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
、
ド
ロ
テ

ウ
ス
を
、
こ
れ
ら
の
者
が
み
な
聡
明
で
あ
り
、
法
律
に
つ
い
て
博

識
で
、
朕
の
命
令
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
具
体
的
根
拠

(
叶
巾

E
g
白
話
口
5
8
Z
B
)
か
ら
承
知
し
て
い
た
の
で
、
と
も
に
招

北法39(5-6・11・695)1935



料

致
し
、
朕
の
権
威
と
勧
奨
に
よ
り
法
学
提
要
を
作
る
こ
と
を
、
特

に
委
任
し
た
。
汝
ら
が
法
律
の
大
本
を
古
の
伝
説
か
ら
知
る
の
で

な
く
、
皇
帝
の
光
輝
に
照
ら
さ
れ
て
追
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
汝
ら
の
耳
と
心
と
が
無
用
社
撰
な
こ
と
は
な
に
も
領
知
す

る
こ
と
な
く
、
具
体
的
根
拠
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
た
こ
と
を
領
知

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
。
ま
た
、
往
時
で
あ
れ
ば
、
四
年
間
の

勉
学
を
終
え
た
後
で
も
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
、
こ

れ
が
な
い
た
め
に
四
年
経
っ
て
も
勅
法
を
読
め
な
か
っ
た
当
の
も

の
を
、
汝
ら
に
初
め
か
ら
得
さ
せ
ん
が
た
め
に
。
法
学
教
育
の
最

初
と
最
後
を
皇
帝
の
声
に
よ
っ
て
告
げ
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
ほ
ど

の
名
誉
と
幸
運
を
受
け
る
に
値
す
る
汝
ら
に
。

な
お
、
末
松
謙
澄
『
訂
正
増
補
ユ
帝
欽
定
羅
馬
法
学
提
要
第
三

版
』
(
有
斐
閣
・
一
九
一
六
年
)
四
八
頁
以
下
参
照
。

(

M

)

(

U

・H

・
口
一
ふ
さ
ら
に
こ
の
資
料
は
神
の
至
高
の
寛
厚

(ロ
σ巾
『
丘
町

g
印
)
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
を
こ
の
上
な
く
美
し
い
建
造
物
の
う
え
に
積
み
上
げ
、
正
義

の
女
神
に
相
応
し
い
至
聖
の
神
殿
と
し
て
聖
別
し
、
全
法
を
、
朕

の
勅
法
業
纂
な
ら
び
に
永
久
告
示
録
を
範
と
し
て
、
卿
〔
ト
リ
ー

ボ
l
ニ
ア
1
ヌ
ス
〕
が
善
か
れ
と
思
う
ま
ま
に
、
五

O
巻
お
よ
び

何
章
か
に
配
列
し
、
も
っ
て
記
念
碑
的
編
纂
に
遺
漏
な
か
ら
し
め
、

資

過
去
約
一
四

O
O年
に
渡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
定
め
ら
れ
、
朕
が
整

理
し
た
全
古
法
に
こ
の
五

O
巻
で
城
壁
の
ご
と
き
も
の
を
張
り
巡

ら
し
、
そ
の
外
に
は
何
も
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

卿
の
任
務
で
あ
る
。
す
べ
て
の
法
律
家
は
同
等
の
権
威
を
有
し
、

だ
れ
に
も
い
わ
ば
第
一
投
票
権
に
あ
た
る
も
の
を
保
持
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。
だ
れ
で
あ
れ
、
悉
く
に
お
い
て
優
る
と
か
、
劣
る
と

か
い
う
こ
と
は
な
く
、
あ
る
も
の
が
あ
る
点
で
優
っ
た
り
劣
っ
た

り
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
三
九
頁
以
下
参
照
。

(お

)
C
H・
ロ
ム
ふ
さ
ら
に
、
多
数
の
法
律
家
の
説
だ
と
い
う
こ
と

か
ら
よ
り
善
く
よ
り
妥
当
な
も
の
だ
と
、
卿
が
判
断
し
な
い
よ
う

に
望
む
。
地
位
が
よ
り
低
い
た
だ
一
人
の
説
で
あ
っ
て
も
、
あ
る

部
分
で
、
多
数
の
説
に
優
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
地
位
が
よ
り

高
い
者
の
説
に
優
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

以
前
に
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
の
注
釈
で
ウ
ル
ピ

ア
l
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
、
さ
ら
に
は
マ
ル
キ
ア
l
ヌ
ス
か
ら
付
加

さ
れ
た
も
の
で
、
以
前
は
こ
の
上
な
く
光
輝
あ
ふ
れ
る
パ
ピ
ニ

ア
1
ヌ
ス
の
名
誉
の
た
め
に
時
に
は
な
ん
ら
の
効
力
も
も
っ
て
い

な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
排
斥
し

て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
内
で
至
高
の
天
才
パ
ピ
ニ
ア
1
ヌ
ス
の
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Azonis Summa in C. 1 .14 (一)

営
為
を
補
完
し
解
釈
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
が

あ
れ
ば
、
こ
れ
を
も
法
律
の
効
力
を
も
つ
も
の
と
す
る
こ
と
を
、

鵡
踏
し
で
は
な
ら
な
い
。
こ
の
法
典
に
こ
の
上
な
き
賢
者
た
ち
を

取
り
入
れ
る
の
は
、
彼
ら
す
べ
て
に
、
あ
た
か
も
彼
ら
の
成
果
が

元
首
の
勅
法
に
由
来
し
、
か
つ
朕
の
神
聖
な
る
口
か
ら
出
で
た
る

も
の
の
ご
と
き
権
威
を
も
た
せ
た
い
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
ら
に
付
与
さ
れ
る
す
べ
て
の
権
威
が
朕
に
由
来
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
朕
が
彼
ら
の
成
果
す
べ
て
を
朕
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
当

然
で
あ
り
、
厳
密
に
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
矯
正
改
良
す
る
者

は
、
最
初
に
作
り
出
し
た
者
よ
り
も
称
賛
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
四

O
頁
参
照
。

(
お
)
(
リ
・
「
ロ

-
H
h

さ
ら
に
、
朕
は
、
卿
が
熱
誠
努
め
て
古
い
書
巻

中
に
当
を
得
な
い
も
の
、
余
分
な
も
の
、
完
全
で
な
い
も
の
を
見

い
だ
し
た
場
合
に
は
、
余
分
な
も
の
は
類
似
の
も
の
が
あ
る
こ
と

で
切
り
捨
て
、
不
完
全
な
も
の
は
補
完
し
、
中
庸
を
得
た
、
で
き

る
だ
け
美
し
い
完
成
作
品
を
示
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
の
み
な
ら

ず
、
古
法
律
家
が
そ
の
書
巻
中
に
書
き
置
い
た
古
い
法
律
あ
る
い

は
勅
法
が
正
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
を
見
い
だ
し
た
場
合
に

は
、
こ
れ
を
改
め
、
中
庸
を
得
た
も
の
に
す
べ
く
注
意
を
払
い
、

も
っ
て
卿
が
選
択
し
、
こ
こ
に
収
め
た
も
の
が
真
実
で
最
善
の
も

の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
最
初
か
ら
書
か
れ
た
も
の
の
ご
と
く
見
え

る
よ
う
に
し
、
古
い
書
物
と
比
較
し
て
回
収
庇
あ
る
書
だ
と
だ
れ
も

敢
え
て
論
難
し
よ
う
と
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
皇
帝
の
法

(
Z
H
E
m
-回
)
と
称
さ
れ
て
い
た
古
の
法
律

に
よ
り
、
ロ
ー
マ
国
民
の
す
べ
て
の
権
利
、
す
べ
て
の
権
力
が
皇

帝
権
力
に
移
転
さ
れ
、
さ
ら
に
朕
は
全
立
法
権
を
分
割
し
て
あ
れ

こ
れ
の
立
法
者
に
与
え
る
こ
と
な
く
、
全
立
法
権
を
朕
の
も
の
と

す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
古
い
法
律
だ
か
ら
と

い
う
こ
と
で
朕
の
法
律
を
廃
棄
で
き
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
朕
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
定
め
ら
れ
た
時
か
ら
同
じ
効
力

を
も
つ
こ
と
を
欲
し
、
し
た
が
っ
て
、
旧
法
で
は
別
様
に
定
め
ら

れ
て
い
て
、
文
脈
が
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
責
め
は
こ
の
書
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

朕
の
選
択
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
四

O
以
下
参
照
。

(幻
)

0
・H

・N
H

・H
-
H

裁
判
権
(
{
ロ
ユ
丘
一
n
z
o
)
の
委
任
を
受
け
た
者

は
、
自
己
の
も
の
は
何
も
も
た
ず
、
委
任
し
た
者
の
裁
判
権
を
行

使
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
父
祖
の
習
い

(
5
2
5包
。

E
5
)
に

よ
れ
ば
、
た
し
か
に
裁
判
権
は
移
転
さ
れ
る
が
、
し
か
し
法
律
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
本
来
的
な
命
令
権

(
S
R
Z
B
-
B匂
R
E
B
)
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料

は
移
転
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
よ
り
正
し
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
属
州
総
督
の
代
官
が
、
裁
判
権
を
委
任
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
流
血
罰
令
権
(
由
三
日
白
色
〈
一
巾
『
色
。
)
を
も
っ
と

は
だ
れ
も
い
わ
な
い
。
パ
ウ
ル
ス
は
、
注
釈
し
て
い
う
。
命
令
権

も
、
裁
判
権
に
結
合
し
て
い
る
も
の
は
、
裁
判
権
の
委
任
に
よ
り

移
転
す
る
と
い
う
の
が
よ
り
正
し
い
、
と
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)

一
五
七
頁
参
照
。

ロ
ム
い
い
い
そ
の
後
一
護
民
官
法
に
よ
っ
て
王
た
ち
が
追
放

さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
す
べ
て
が
効
力
を
失
い
、
ロ
ー
マ
国
民

は
、
再
び
、
制
定
法
律
に
よ
ら
ず
、
不
確
実
な
法

(
Z回目ロ
2
ユロ
B)

お
よ
び
慣
習
法
を
用
い
初
め
、
こ
の
状
態
で
ほ
ぼ
二

0
年
間
経
過

し
た
。

資

28 (

却

)

政

務

官

た

ち

に

つ

い

て

い

え

ば

、

こ

の

国

の

初

め
に
お
い
て
は
王
た
ち
が
す
べ
て
の
権
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

(
却
)
ロ
ム
-
N
-
N
・
立
さ
ら
に
、
法
典
の
制
定
が
決
せ
ら
れ
た
の
と
同

時
に
、
民
会
に
、
す
べ
て
の
政
務
官
が
そ
の
職
を
辞
す
こ
と
が
提

案
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

1
年
を
任
期
と
す
る
十
人
官
が
設
置
さ

れ
た
が
、
こ
の
十
人
宮
が
任
期
後
も
そ
の
職
に
留
ま
ろ
う
と
し
、

不
当
な
取
扱
い
も
し
、
ま
た
政
務
官
の
後
任
を
任
命
し
よ
う
と
し

。・
H

・M
・M
・H
A
F

な
い
で
、
自
己
お
よ
び
そ
の
与
党
に
お
い
て
一
度
掌
握
し
た
国
政

を
永
く
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
極
度
の
残
虐
な
支
配
に
よ
っ
て
と

う
と
う
、
軍
隊
が
国
家
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
。

こ
の
軍
隊
の
離
脱
の
原
因
は
ウ
ェ
ル
ギ

l
ニ
ウ
ス
と
称
す
る
者

だ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
ク
ラ
ウ
デ
イ
ウ
ス
・
ア
ッ
ピ

ウ
ス
を
ア
ッ
ピ
ウ
ス
自
身
が
古
法
よ
り
踏
襲
し
て
十
二
表
法
中
に

入
れ
た
法
に
反
し
て
い
る
と
非
難
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ッ
ピ
ウ
ス
は
、
ウ
エ
ル
ギ

l
ニ
ウ
ス
に

そ
の
娘
の
帰
属
を
争
う
訴
訟
で
、
そ
の
娘
の
訴
訟
期
間
中
の
仮
の

占
有
を
ウ
ェ
ル
ギ
|
ニ
ウ
ス
に
認
め
ず
(
〈
宮
内
同
在
日
目
σ
門出

nq巾)、

自
分
が
命
じ
て
そ
の
娘
が
自
己
の
奴
隷
で
あ
る
と
訴
え
さ
せ
た
者

に
仮
の
占
有
を
認
め
(
4
宮
内
田
笠
宮
内
出

n
R巾
)
、
そ
の
処
女
に
対
す
る

恋
慕
の
情
に
捉
え
ら
れ
て
正
邪
の
道
を
こ
と
ご
く
覆
滅
し
た
と
い

う
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ル
ギ
!
ニ
ウ
ス
は
、
最
古
の
法
慣
行

(
4
2ロ
丘
町
田
山
口
岡
田
宮
ユ
師
。
σ印
巾
ヨ
白
ロ
巴
白
)
(
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
初

代
の
執
政
官
ブ
ル

l
ト
ゥ
ス
は
、
ウ
ィ
テ
リ
ウ
ス
家
の
奴
隷
ウ
エ

ン
デ

l
ク
ス
が
反
逆
の
陰
謀
を
そ
の
告
発
に
よ
り
洩
ら
し
て
き
た

と
き
に
、
こ
の
奴
隷
の
身
に
つ
い
て
仮
の
自
由
を
認
め
た

(
4
E
a

庄
内
一
日
招

2
ロ
門
吉
ヨ
ロ
σ巾『
E
Z宮
内
出

2
5
)
)
が
自
己
の
娘
の
身
の

上
で
蔑
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
を
面
白
な
い
こ
と
と
憤
っ
て
、
娘
の
純

北法39(5-6・II・698)1938



血
が
そ
の
命
よ
り
大
事
だ
と
思
い
、
処
女
の
死
を
も
っ
て
凌
辱
の

恥
を
免
れ
ん
と
し
て
、
肉
屋
に
忍
び
込
ん
で
盗
み
だ
し
た
屠
殺
用

の
万
で
娘
を
殺
し
、
鮮
血
未
だ
乾
か
ぬ
娘
の
惨
殺
の
場
か
ら
直
ち

に
戦
友
た
ち
の
群
れ
に
投
じ
た
。
戦
友
た
ち
は
、
当
時
戦
争
を
行

な
う
た
め
に
軍
団
を
編
成
し
て
ア
ル
ギ
ド
ゥ
ム
に
駐
屯
し
て
い
た

が
、
全
員
が
そ
れ
ま
で
の
指
揮
官
の
も
と
を
離
れ
て
ア
ウ
ェ
ン

テ
ィ

l
ヌ
ス
の
丘
に
軍
旗
を
立
て
、
続
い
て
す
ぐ
に
ロ

l
マ
市
内

の
平
民
も
す
べ
て
そ
こ
に
参
集
し
、
民
会
の
同
意
に
よ
り
十
人
官

た
ち
の
あ
る
者
は
獄
舎
に
入
れ
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
。
か
く
し
て

国
家
は
そ
の
旧
状
に
復
し
た
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
七
一
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
口
一
一
七
元
老
院
が
法
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
疑

い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

春
木
前
掲
書
(
注
M
)
八
六
頁
参
照
。

(

沼

)

【

U

・H
-
E
-
H
N

皇
帝
(
廿
回
目
指
ユ
丘
町
吉
同
一

g
g凹
)
自
ら
が
事
案
を

判
決
す
べ
く
審
理
し
、
居
合
わ
せ
た
当
事
者
に
そ
の
場
で
直
ち
に

判
決
を
下
す
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
朕
の
支
配
下
に
あ
る
審
判

人
は
す
べ
か
ら
く
、
こ
れ
が
そ
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
当
該
事

案
限
り
の
法
律
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
類
似
の
事
案
に
と
っ
て
も

法
律
と
な
る
こ
と
を
心
得
べ
き
で
あ
る
。

Azonis Summa in C. 1.14 (ー)

ケ
す
な
わ
ち
、
皇

帝
に
優
る
も
の
、
そ
れ
以
上
に
神
聖
な
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
と
い

う
の
か
。
あ
る
い
は
、
皇
帝
の
見
解
を
無
視
で
き
る
ほ
ど
に
倣
岸

不
遜
な
者
な
ど
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
法
の
立
法
者
た
ち
も
、
皇

帝
の
判
決
に
由
来
す
る
勅
法
が
法
律
の
効
力
を
も
っ
と
い
う
こ
と

を
明
白
明
瞭
に
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
日
・
し
た

が
っ
て
、
皇
帝
の
見
解
を
も
っ
て
法
律
を
解
釈
し
た
場
合
に
、
こ

の
種
の
皇
帝
の
解
釈
が
法
律
の
効
力
を
も
つ
べ
き
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
の
を
朕
は
旧
法
中
に
見
い
だ
し
て

も
、
そ
の
根
拠
の
な
い
懸
念
を
朕
は
噺
笑
し
、
訂
正
さ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
た
。

ω
・
さ
ら
に
、
朕
は
、
皇
帝
の
法
律
解
釈
は

す
べ
て
、
嘆
願
に
対
す
る
も
の
で
あ
れ
、
法
廷
に
お
い
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
他
い
か
な
る
流
儀
で
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
有
効
か
つ
疑
い
な
き
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ

と
と
定
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
で
は
、
立
法
は
皇
帝
の
み
に
委

譲
さ
れ
て
い
る

(gロ
B
E
Z
B
巾
留
巾
)
以
上
、
法
律
の
解
釈
も
ま

た
帝
権

C
B
H
V
2
2
2
)
に
の
み
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
?
さ
ら
に
ま
た
、
訴
訟
中

に
疑
点
が
生
じ
、
朕
の
長
た
ち
(
匂

5
2
5凹
)
が
自
ら
が
判
決
を
下

す
の
に
適
切
か
つ
十
分
で
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
、
彼
ら
の
申

請
に
よ
り
、
事
件
が
朕
の
下
に
く
る
の
は
何
故
で
あ
り
、
ま
た
、
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料

法
律
か
ら
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
審
判
人
た
ち
の
疑
問
を
朕
の
耳
が

領
知
す
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
、
本
来
的
な
法
律
解
釈
権

(gmg
吉
宮
召
Z
S
F
)
)
が
朕
に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
。
あ
る
い
は
、
法
律
の
な
ぞ
を
解
き
、
万
人
に
明
ら

か
に
す
る
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
者
が
、
立
法
者
で
あ
る
と
唯

一
認
め
ら
れ
て
い
る

(
8
5
2
2
5
2田
巾
)
者
の
他
に
誰
か
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
?
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
一
笑
に
付
す
べ

き
疑
問
を
片
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
の
立
法
者

に
し
て
解
釈
者
は
皇
帝
の
み
で
あ
る
と
正
し
く
評
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
法
律
は
古
法
の
立
法
者
た
ち
か
ら
な
に
も

取
り
上
げ
は
し
な
い
。
彼
ら
に
立
法
を
許
し
た
の
も
皇
帝
だ
っ
た

資

の
で
あ
る
か
ら
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
注
目
)
二
三
四
頁
以
下
参
照
。

(お

)
0
2
M。〈。
no色
2
2
5
u
oロ巾ロ門目。・山・
N

こ
れ
ら
の
者
た
ち
に

朕
が
な
さ
し
め
た
の
は
、
法
律
を
確
実
な
も
の
と
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
見
て
、
余
分
な
序
文
(
胃
阻
止
丘
一
。
)
、
類
似
の
序
文
、
矛
盾

す
る
序
文
を
、
法
の
な
ん
ら
か
の
分
類
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
削
除
し
、
さ
ら
に
久
し
く
不
用
に
な
っ
て
い
る
(
宮

舟
田
口
氏
ロ
色

5
5
出
立
吋
巾
)
の
を
も
削
除
し
、
上
記
の
三
法
典
〔
グ

レ
ゴ
リ
ア
l
ヌ
ス
、
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
1
ヌ
ス
、
テ
オ
ド
ス
ィ
ウ
ス

法
典
〕
お
よ
び
新
し
い
勅
法
か
ら
確
実
で
、
簡
潔
な
言
葉
で
書
か

れ
た
法
律
を
作
定
し
、
そ
れ
ら
を
然
る
べ
き
章
に
配
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
者
た
ち
が
、
た
と
え
ば
、
必
要
と
あ

ら
ば
、
法
律
の
文
言
を
付
加
し
た
り
、
削
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
変

更
し
た
り
し
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
勅
法
に
分
散
し
て
い
た
も
の

を
一
つ
の
規
定
に
集
約
し
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
よ
り
明
確
に
し
、

加
え
て
、
上
記
の
勅
法
の
成
立
時
期
の
順
序
が
勅
法
に
付
さ
れ
た

期
日
お
よ
び
執
政
官
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
の
配
列
そ
の
も
の
か

ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
先
に
発
布
さ
れ
た
も
の
は
先
に
置
き
、

後
で
発
布
さ
れ
た
も
の
は
後
に
置
き
、
さ
ら
に
旧
三
法
典
や
新
し

い
勅
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
期
日
も
執
政
官
の
名
も

付
さ
れ
な
い
勅
法
が
見
い
だ
さ
れ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
を
示

し
て
配
列
し
、
ま
た
、
勅
法
の
一
般
的
効
力
に
つ
い
て
疑
義
が
生

じ
な
い
よ
う
に
な
さ
し
め
た
。
こ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
当
初
は

特
定
の
個
人
あ
る
い
は
団
体
に
関
す
る
回
答
(
吋

g
Q
e
z
g
)
と

し
て
出
さ
れ
た
勅
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
勅
法
の
神
聖
不
可
侵
性

を
示
す
た
め
に
こ
の
新
し
い
法
典
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ

が
一
般
的
勅
法
の
効
力
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

佐
伯
「
ユ
帝
欽
定
勅
法
業
纂
邦
訳
(
一
一
)
」
『
法
律
論
叢
』

巻
一

O
号
(
一
九
三
六
年
)
四
九
頁
以
下
参
照
。
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Azonis Summa in C. 1 .14 (ー)

(
担
)
〉

Z
S・ゎ。ロ・∞・色丹・
ω
・
(
Z。〈・

5
3
2
u
-
H
朕
は
、
す
べ
て
の

事
柄
が
明
瞭
明
白
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
(
な
ん
と
な
れ
ば
、
明

瞭
さ
ほ
ど
成
文
規
定
(
]
巾

mg)
に
固
有
の
も
の
が
ほ
か
に
あ
ろ
う

か
、
な
か
ん
ず
く
終
意
処
分
に
つ
い
て
な
に
が
あ
ろ
う
か
。
)
の
で
、

以
下
の
こ
と
を
欲
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
字
を
知
っ
て
い
る
あ
る

者
が
自
分
の
息
子
た
ち
の
間
で
終
意
処
分
を
し
た
い
と
思
う
場
合

に
、
当
初
遺
言
作
成
期
日
を
前
書
し
た
が
、
そ
の
後
に
自
ら
の
手

で
怠
子
た
ち
の
名
も
加
え
た
と
い
う
時
は
、
息
子
た
ち
を
そ
れ
ぞ

れ
相
続
財
産
の
十
二
分
の
一
を
相
続
分
と
す
る
相
続
人
指
定
を
し

た
こ
と
が
、
数
字
で
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
文
言
全

体
か
ら
明
言
さ
れ
て
い
て
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
明
瞭
で
疑
問
の
余

地
の
な
い
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

相
続
財
産
中
の
も
の
を
分
割
し
た
い
と
思
っ
た
り
、
あ
る
い
は
あ

る
特
定
の
も
の
の
た
め
に
相
続
人
指
定
全
体
な
い
し
そ
の
一
部
を

行
な
い
た
い
と
思
う
場
合
に
は
、
こ
の
相
続
人
指
定
の
表
示
を
書

き
込
み
、
そ
の
文
言
に
よ
り
す
べ
て
が
明
言
さ
れ
て
息
子
た
ち
に

そ
れ
以
上
の
争
い
の
種
を
残
さ
な
い
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
妻
あ
る
い
は
権
利
の
な
い
あ
る
者
に
遺
贈
や
信
託

遺
贈
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
者
の
解
放
を
し
た
い
と
思
う
場

合
に
、
こ
の
こ
と
を
自
己
の
手
で
書
き
、
遺
言
者
た
ち
に
よ
り
証

人
た
ち
の
面
前
で
陳
述
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
結
果
、
遺
言
で
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
を
遺
吾
首
者
自
身
が
書
き
、
そ
れ
が
効
力
を

も
つ
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
確
定
し
た

こ
と
と
す
べ
き
で
あ
り
、
書
面
に
遺
言
の
他
の
要
件
が
守
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
見
ら
れ
で
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
遺
言
の
効
力

は
な
ん
ら
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
な
く
、
た
だ
、
遺
言
書
に
与
え
ら
れ

る
効
力
は
遺
言
書
を
書
い
た
手
と
遺
言
書
の
文
言
に
す
べ
て
基
づ

く
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
改
正
の
眼
目
で
あ
る
。

(
お
)
わ
・
「
ぉ
・
∞
朕
の
神
聖
な
回
答
(
白
色

E
E凹
)
は
、
い
か
な
る
文

書
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
朕
の
恩
寵
を
も
っ
て
正
真

正
銘
朕
が
出
し
た
も
の
だ
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
外

見
色
合
が
隅
々
ま
で
紫
色
の
文
字
に
よ
っ
て
光
り
輝
く
も
の
と
さ

れ
る
、
す
な
わ
ち
、
焼
い
た
ム

1
レ
ク
ス
と
磨
り
つ
ぶ
し
た
コ
ン

キ

l
リ
ウ
ム
と
い
う
二
種
の
貝
の
光
輝
に
よ
っ
て
朕
の
回
答
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
法
廷

で
あ
れ
、
朕
の
回
答
と
し
て
提
出
し
、
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
は
、
朕
が
パ
ピ
ル
ス
あ
る
い
は
羊
皮
紙
に
署
名
し
そ
の
旨
を

印
し
た
も
の
だ
け
と
す
る
。
ケ
さ
ら
に
、
こ
の
神
聖
な
染
料

の
製
作
は
だ
れ
に
も
許
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
所
持
し
、
取

得
し
、
あ
る
い
は
何
人
と
で
あ
れ
そ
れ
を
取
得
す
べ
く
約
束
す
る
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料

こ
と
は
だ
れ
に
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
借

主
の
倣
慢
さ
を
も
っ
て
こ
の
禁
令
を
敢
え
て
犯
す
者
は
、
全
財
産

を
没
収
し
た
上
で
、
極
刑
に
処
す
べ
き
と
す
る
も
、
不
当
な
こ
と

で
は
な
い
。

佐
伯
「
ユ
帝
欽
定
勅
法
集
纂
邦
訳
(
廿
二
)
」
『
法
律
論
叢
』
一
一

O
巻
ご
九
四
一
年
)
五
一
三
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
の
-
H
-
N
ω

・
叶
回
答
は
す
べ
か
ら
く
、
嘆
願
者
個
人
あ
る
い
は
だ

れ
で
あ
れ
審
判
人
に
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
通
達
(
白
色
口
。

ZF))

と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
な
ん
で
あ
れ
団
体
宛
回
答

(℃

E
m
g由巳

g
印
印
ロ
円
安
)
)
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
以
下
の
条

件
が
あ
る
場
合
に
、
朕
の
下
に
申
し
立
て
ら
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
。
す
な
わ
ち
、
嘆
願
が
真
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
嘆
願
者
が
裁
判
に
お
い
て
真
実
を
主
張
し
て
い
た
と
し
て

も
、
嘆
願
者
が
宣
告
を
得
る
こ
と
で
な
に
か
利
益
を
得
る
も
の
で

な
い
こ
と
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
た
だ
し
、
嘆
願
が
信
頼
で
き

る
も
の
か
ど
う
か
の
問
題
も
皇
帝
の
恩
寵
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
ケ
す
な
わ
ち
、

前
述
の
条
件
が
な
い
の
に
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
れ
神
聖
な

回
答
を
〔
朕
の
裁
可
を
申
し
立
て
る
た
め
に
〕
書
き
取
ら
せ
た
、

卿
た
る
法
制
長
官
あ
る
い
は
ス
ベ
ク
タ
ー
ビ
レ

l
ス
(
三
吋

資

幻
)

回

u
o
n
g
z
z由
)
〔
三
『

2
5
E∞
よ
り
下
位
〕
た
る
官
房
局
長

(
日
お
目
的
門
巾
『
印
円
ユ
三
日
)
た
ち
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
審
判
人
も
、

詰
責
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
不
法
に
書
き
取
ら
さ
れ
た

こ
と
を
敢
え
て
書
い
た
、
あ
ら
ゆ
る
官
房
局
に
属
す
る
書
記
、
団

体
宛
回
答
係
官

(
U
E
m
B丘町
n
R吉
田
)
、
あ
る
い
は
長
官
補
佐
官

(白色

E
R
匂
ユ
ヨ
片
巾
忌
)
は
、
懲
戒
免
職
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
日
・
ち
な
み
に
、
団
体
宛
回
答
は
、
嘆
願
が
、
私
的
な
事

件
に
つ
い
て
の
個
人
の
嘆
願
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
る
べ
き
で
な

く
、
嘆
願
が
同
業
組
合
(nc召
5)、
学
校
、
事
務
所
(
。
呂
n
E
B
)
、

都
市
参
事
会
(
円
ロ
ユ
白
)
、
市
邦
、
属
州
、
そ
の
他
人
々
の
団
体
を
公

益
の
た
め
に
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
出
さ
れ
る
も
の
と

朕
は
決
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
真
実
に
基
づ
く
か
ど
う
か
の
問

題
が
留
保
さ
れ
る
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
廿
一
一
)
(
注
お
)
五
一
四
頁
以
下
参
照
。

円
。
弓
5
2
1印
と
い
う
概
念
の
意
味
は
、
な
お
不
明
で
あ
る
。
こ

の
概
念
が
、
ア
ゾ

1
の

ωロ
ヨ
ヨ
回
全
体
の
い
わ
ば
序
文
に
あ
た
る

も
の
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
司
・
コ
ナ

ン
の
契
約
理
論

ωL本
誌
三
八
巻
八
二
頁
注
(
印
)
参
照
。

n
o弓

5

2
1∞
と
い
う
概
念
は
、
ゎ
・
印

-
Z
H
・
胃
・
「
白
下
朕
が
着
手
し
て
い

る
問
題
は
、
決
し
て
些
細
な
も
の
で
な
く
、
円
。
号
5
2ユ
聞
の
ほ
ぽ

北法39(5-6・II・702)1942
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全
体
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朕
は
、
妻
の
財
産
訴

権

(
R氏。

z
-
Z
M
2芯
巾
)
と
問
答
契
約
訴
権
と
の
両
者
に
共
通

す
る
も
の
お
よ
び
異
な
る
も
の
を
削
除
し
、
妻
の
財
産
に
関
し
て

妥
当
す
べ
き
と
朕
が
考
え
る
法
す
べ
て
を
問
答
契
約
訴
権
に
一
本

化
す
る
か
ら
で
あ
る
」
に
見
ら
れ
る
。
ア
ッ
ク
ル
ス
ィ
ウ
ス
は
、

こ
れ
に
「

g
召
5
2ユ
∞
に
注
意
せ
よ
。
四
肢
が
含
ま
れ
る
人
間
の

か
ら
だ
と
同
様
、
そ
こ
に
は
法
の
諸
部
分
が
含
ま
れ
る

(
Z
。
g

noコ
uc∞
-
Z
吋山田・山口【
H
Z
。
副
司

ALnzz-zユ
∞
円
。
ロ
巴
ロ
巾
ロ
門
口
『
・
的
』
門
口
一
円

g
召
g
Z
E
B
E
z
g〈
E
B巾ヨ
σ
E
g口
広
間
回
巾
ロ
昨
日
)
」
と
い
う
注

釈
を
付
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

no召
5
が
人
体
を
モ
デ
ル
と

す
る
一
体
的
な
構
造
物
と
理
解
し
て
善
い
と
思
う
が
、
問
題
は
、

一
体
的
な
構
造
物
た
る
宮
凹
が
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
続
く
文
章
か
ら
す
れ
ば
、
皇
帝
の
判
決
、
元
老
院
議
決
、
皇

帝
の
告
示
、
一
般
的
効
力
を
も
っ
と
皇
帝
が
宣
告
す
る
勅
法
な
ど

は
こ
れ
に
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
敢
え
て
大
胆
に
仮
設
を
建
て

る
な
ら
、
そ
れ
は
「
法
学
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ωロ宮門
E
S

H

・H
-
H

で
、
一
cm
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
ア
ゾ

1
は
挙
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
白
『
凹

σ。
ロ
一
巾
丹
田

2
E
な
い
し
そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ

た
も
の
、

Z
H
と
同
義
、

Z
H
の
示
す
事
柄

(-mmum吉
正
g
E
B
)、

宮
田
ロ
白

Z
E
z
-
-
5
m巾
Z
E
E
-
一E
n
-
-
z
・
宮
田

U
E
2
2
Eヨ

38 

等
、
裁
定
・
判
決
、
判
決
の
下
さ
れ
る
場
所
、
親
族
関
係
官

2
2・

凹
常
国
田
)
、
白
色
。
、
も
ろ
も
ろ
の
権
利
義
務
、
相
続
財
産
等
、
目

2
E
Z凹

と
対
照
さ
れ
る
意
味
で
の
宮
師
、
な
ど
で
あ
る
。
ア
ゾ
ー
が

g
召
5

2
ユ
∞
か
ら
除
い
た
も
の
を
考
慮
す
る
と
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
向
田

σ。
E
2
白
Z
E
な
い
し
そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の

が
一
番
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
円
・
印

-z-H・買

の
円
。
弓

E

Eユ
∞
も

-
g
n
-
i
z
の
体
系
書
な
い
し
注
解
書
あ
る

い
は
そ
の
体
系
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
確
実
な
こ
と
は
未
だ
い
え
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
。

筆
者
の
用
い
た
一
五
六
三
年
パ

l
ゼ
ル
版
で
は
、
片
岡
・
母

島巾門戸
H

「
・
ヶ
ロ
巾
門
官
巾
と
な
っ
て
い
る
が
、
ロ
印
0

・N
(

仏
巾
仏
巾
門
口
『
・

2
三
σ
g
a
m
-
-
2
2
2
5
)
に
は
、
ロ

2
ロ
巾
で
始
ま
る
法
文
は
な

い
。
。
・
ロ

-E(仏
巾
号

2
江
戸
田
口
円
立
回
目
州
。
自
白
巾
)
に
も
、
円
U

・巳・

5

(
骨
骨
nzュ。口一
σロ凹巾門回目]巾ロ丘町
E
Z
)
に
も
な
い
。

(V-E-UN(巴巾

骨
2
ュ。ロ

5
5
2
2
2凹
2
2
5
2
a
z
E巾
2
ュ。ロ何回

Eσ
巾
E
R

S
戸
5
5
言
。
円
四
仲
間
同
向
。
ユ
ロ
ロ
開
門
戸
司
仲
間
ゆ
ロ

σ
2
2
Z司
)
・
告
だ
け
が
、

母
円
四

R
R
-
と
い
う
章
の
表
題
、
ロ

2
5
と
い
う
法
文
の
始
ま
り

に
適
合
す
る
。
ま
た
、
内
容
的
に
も
、
ア
ゾ

l
の
引
用
の
趣
旨
に

合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
二
・
仏
巾
広
巾
門
口
円
・

(
2
2
Z
F
)
戸口

2
5・
の
誤
植
な
い
し
引
用
ミ
ス
と
考
え
て
、
こ

北法39(5-6・II・703)1943



料

の
法
文
を
訳
し
て
お
く
。

資

円い・

5
・ωN
・2

朕
は
、
イ
ル

1
ス
ト
レ
ー
ス
た
る
ド
ロ
テ
ウ
ス

お
よ
び
彼
の
全
財
産
、
な
ら
び
に
、
ス
ベ
ク
タ
ー
ピ
レ

l
ス
、
枢

密
書
記
官

(Eσ
己ロ

5
巾
仲
間

MOE
ュ5)
イ
レ
ナ
エ
ウ
ス
は
、
た
と

え
後
者
が
イ
ル

l
ス
ト
レ
ー
ス
の
父
系
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
都
市
参
事
会
員
身
分
に
み
あ
う
い
か
な
る
負
担
も

負
わ
な
い
こ
と
を
、
裁
可
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
男
子
た
ち
、

す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
者
も
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
者
も
、

お
よ
び
、
こ
の
男
子
た
ち
の
後
喬
の
男
子
も
、
時
と
承
継
が
途
切

れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
生
ま
れ
て
く
る
者
で
あ
る
限
り
は
、
都
市

参
事
会
身
分
お
よ
び
そ
の
職
務
か
ら
自
由
で
あ
る
も
の
と
裁
可
す

る
。
神
々
し
き
記
録
に
あ
る
ユ

1
リ
ア

l
ヌ
ス
帝
の
法
律

〔わ・

5
・s
-
N
N〕
、
す
な
わ
ち
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
市
参
事
会
員
身

分
が
母
系
か
ら
も
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
発
布
さ
れ
た
法
律

は
、
イ
ル

l
ス
ト
レ
ー
ス
た
る
ド
ロ
テ
ウ
ス
お
よ
び
ス
ベ
ク
タ
ー

ピ
レ

1
ス
た
る
イ
レ
ナ
エ
ウ
ス
の
身
分
、
彼
ら
の
財
産
、
彼
ら
の

男
子
、
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
者
も
、
今
後
生
ま
れ
る
も
の
も
含

め
て
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
全
遺
産
に
対
し
て
効
力
を
も
た
な
い
も

の
と
す
る
。
「
な
お
、
母
系
に
よ
っ
て
記
録
に
あ
る
ア
ン
テ
イ

オ
キ
ア
市
参
事
会
員
身
分
に
属
す
る
だ
け
の
他
の
者
た
ち
す
べ
て

に
つ
い
て
は
、
前
記
法
律
が
い
う
ま
で
も
な
く
本
来
の
効
力
を
も

つ
こ
と
を
、
こ
こ
に
命
じ
て
お
く
。

39 

わ
-H-E-N
審
判
人
の
照
会
問
い
合
わ
せ
に
よ
り
、
朕
の
神
聖

な
宮
廷
の
こ
の
上
な
く
栄
え
あ
る
長
た
ち
の
会
同
〔
参
議
院
〕
に

諮
問
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
事
件
に
つ
き
朕
が
裁
可
し
た
こ
と
、

あ
る
い
は
、
な
ん
ら
か
の
団
体
、
属
州
長
官
な
い
し
属
州
、
あ
る

い
は
市
邦
あ
る
い
は
都
市
参
事
会
に
朕
が
下
賜
し
た
こ
と
は
、
一

般
的
な
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
発
布
さ
れ
た
事
件
限

り
、
当
事
者
限
り
の
法
律
と
な
り
、
ま
た
、
何
人
に
よ
っ
て
も
争

う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
佼
滑
に
解

釈
し
よ
う
と
す
る
者
な
い
し
回
答
を
得
て
争
お
う
と
す
る
者
は
こ

れ
を
後
め
て
破
廉
恥
の
汚
名
を
着
せ
、
こ
う
し
て
詐
取
し
た
も
の

か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
審
判
人
が

か
か
る
行
い
を
看
過
し
て
、
か
か
る
者
の
訴
え
を
聞
い
た
り
、
主

張
す
る
こ
と
を
認
め
た
り
、
不
明
な
点
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
朕

の
下
に
照
会
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
審
判
人
は
、
金
三

O
リ
l

プ
ル
の
有
責
判
決
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
二
十
)
(
注
目
)
二
二
八
頁
以
下
参
照
。

(叫
)

(

V

・
H
-
E
・

ロ

現

在

ま

で

の

と

こ

ろ

長

期

間

続

く

慣

行

(
一
口
〈
巾
門
巾

E
E∞
5
5
)
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
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な
い
新
し
い
法
に
つ
い
て
疑
念
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
裁
判
で
直

面
し
て
い
る
審
判
人
の
照
会
と
元
首
の
裁
定
の
権
威
と
が
必
要
で

あ
る
。

Azonis Summa in C. 1 .14 (ー)

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
二
十
)
(
注
目
)
二
三
三
貰
以
下
参
照
。

(
H
U
)
0

・
ru・
勾
法
律
の
解
釈
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、

市
邦
〔
な
い
し
国
家
〕
が
以
前
に
同
種
の
事
案
に
つ
き
用
い
て
い

た
法
が
探
求
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
の
最
良
の
解

釈
者
は
慣
習
で
あ
る
の
だ
か
ら
ず

3
-
g国
巾
巳
3

2同

g
m
c
B

-ロ円。「匂『冊凶円。ロ∞ロぬ同ロ己
O
)

。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
九
一
頁
参
照
。

(必
)

U

-

H

・M
-
N
ω

確
定
し
た
解
釈
を
常
に
有
し
て
き
た
事
柄
は
、
決

し
て
変
更
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

春
木
前
掲
書
(
注
は
)
八
八
頁
参
照
。

(
時
)

(
V

・H
N

・
5
・H

ギ
リ
シ
ア
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
文
法
学
者
、
ソ

フ
ィ
ス
ト
、
法
学
者
(
宮
江
田
宮
ユ

E
凹
)
で
、
こ
の
帝
都
で
教
授
活

動
を
行
な
っ
て
お
り
、
定
員
内
下
級
官
吏
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
者

が
、
有
徳
な
態
度
に
よ
っ
て
自
ら
に
称
賛
す
べ
き
生
き
方
が
あ
る

こ
と
を
示
し
、
自
分
が
教
授
に
熟
練
し
、
雄
弁
で
、
解
釈
に
鋭
敏

な
感
覚
を
も
ち
、
豊
か
な
分
析
力
を
も
つ
こ
と
を
明
か
し
、
高
貴

な
審
判
団

(
8
2
5由
自
立
町
包

B
5
2門
出
口
白
ロ
凹
)
〔
元
老
院
〕
の
一

員
と
な
る
に
相
応
し
い
と
評
価
さ
れ
、
か
っ
、
地
租
を
忠
実
に
支

払
い
、
勤
勉
に
教
授
の
職
を
努
め
て
二

O
年
に
及
ぶ
場
合
に
は
、

名
誉
を
与
え
ら
れ
、
管
区
副
指
令
礼
遇
者
(
巾

H
i
s
-白

色

m
E
S
Z
)
に
列
せ
ら
れ
る
、
と
決
定
し
た
。

(叫

)

0
・H

・ω・

5

法
律
も
元
老
院
議
決
も
、
い
つ
か
生
ず
る
か
も
し

れ
な
い
す
べ
て
の
事
件
を
包
含
す
る
よ
う
書
く
こ
と
は
で
き
ず
、

大
抵
の
場
合
に
起
こ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
八
六
頁
参
照
。

(
K
M
)
U
-
H

・
ω-E
す
べ
て
の
事
案
が
法
律
な
い
し
元
老
院
議
決
に

よ
っ
て
明
示
的
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
る
事
案
に
つ
い
て
法
律
な
い
し
元
老
院
議
決
の
判
定
が
明
ら
か

で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
権
の
主
宰
者
は
類
似
の
事
案
に
も
踏
み

込
ん
で
、
同
様
に
法
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

春
木
前
掲
書
(
注
M
)
八
七
頁
参
照
。

(
M
W
)

筆
者
の
利
用
し
た
版
に
は
、
ゎ
-
H
N

・
5
に
つ
い
て
の

ω
c
g
g国

は
な
い
。

47 

円一
-
H
N
N
E

し
か
し
、
た
し
か
に
神
事
は
こ
の
上
な
く
完

全
で
あ
る
が
、
人
法
の
定
め

(ycg白
ロ
ニ
ロ
ユ

m
gロ
E
a
o
)
を
し

て
も
、
そ
れ
は
常
に
す
ぐ
に
不
定
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ

の
定
め
に
は
、
永
遠
に
不
動
で
あ
り
う
る
も
の
は
な
に
も
な
い
(
な
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料

ぜ
な
ら
、
自
然
は
、
息
急
き
切
っ
て
数
々
の
新
種
を
作
り
出
す
か

ら
で
あ
る
)
の
で
あ
る
か
ら
、
朕
は
、
法
律
の
綱
に
よ
っ
て
な
お

繋
ぎ
留
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
が
今
後
生
じ
て
く
る
と
し
て

も
、
こ
れ
に
絶
望
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

生
ず
る
場
合
に
は
、
皇
帝
ー
に
救
済
が
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
神
が
皇
帝
位
を
人
事
の
上
に
設
け
た
の
は
、
皇
帝
が
新

た
に
生
ず
る
事
柄
す
べ
て
に
改
良
を
加
え
(
巾

5
2門
日
常
巾
)
、
秩
序
付

け

(
g
g唱
。
ロ
巾
『
巾
)
、
然
る
べ
き
規
則
・
準
則
に
服
さ
し
め
る

(B。
島
田
巾
円
円
晶
己
ロ

m
g
g℃巾
Z
E
-
-
u
E
q白
色
巾
吋
巾
)
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
朕
が
初
め
て

述
べ
た
こ
と
で
は
な
く
、
祖
先
伝
来
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

諸
法
律
お
よ
び
永
久
告
示
録
を
作
っ
た
こ
の
上
な
く
鋭
い
感
覚
を

も
っ
た
立
法
者
た
る
ユ

l
リ
ア

1
ヌ
ス
そ
の
人
も
、
そ
の
著
書
の

中
で
、
不
完
全
な
事
柄
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
皇
帝

の
裁
可
に
よ
っ
て
補
完
さ
る
べ
き
こ
と
を
、
講
じ
て
い
る
。
彼
の

み
な
ら
ず
、
神
皇
ハ
ド
リ
ア

l
ヌ
ス
も
ま
た
、
永
久
告
示
録
お
よ

び
そ
れ
に
続
く
元
老
院
議
決
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
こ
の
上
な

く
明
白
に
確
告
白
し
た
。
告
示
録
中
に
規
定
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
も

の
は
、
こ
の
告
示
録
の
諸
準
則
、
そ
こ
か
ら
類
推
さ
れ
る
も
の

(
g
z
R
E
E巾
2
-
B
E
E。
ロ
巾
凹
)
に
従
っ
て
朕
の
新
た
な
裁
可
が

資

規
定
で
き
る
、
と
。

佐
伯
「
ユ
帝
欽
定
勅
法
集
纂
邦
訳
(
廿
一
)
」
『
法
律
論
叢
』
二

O
巻
(
一
九
四
一
年
)
二
二
三
頁
参
照
。

(必
)

U
・8
・
印
・
目
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
元
首
の
下
に
赴

き
、
こ
の
場
合
で
も
解
放
に
つ
い
て
配
慮
し
て
も
ら
う
べ
き
で
あ

る。
「
こ
の
場
合
」
と
は
、
直
前
の
法
文
(
ロ

-
S・印・
N

品
)
か
ら
す
る

と
、
次
の
よ
う
な
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
信
託
遺
贈
に
よ
り
奴
隷

を
解
放
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
ト
ラ

1
ヤ
l
ヌ
ス
帝
時
代
の
元
老

院
議
決
は
、
「
解
放
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
う
者
た
ち
が
、
法
務
官

に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
た
が
、
出
廷
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
、
法

務
官
が
事
案
を
審
理
し
て
解
放
す
る
義
務
が
こ
の
者
た
ち
に
あ
る

と
宣
告
す
れ
ば
、
宣
告
さ
れ
た
こ
の
法
に
よ
り
、
そ
の
場
で
解
放

さ
れ
た
と
同
じ
身
分
が
取
得
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
(
明
日
)
。

こ
こ
で
、
解
放
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
う
相
続
人
が
隠
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
た
と
え
信
託
受
遺
者
が
出
頭
し
て
も
、
お
そ
ら
く
法

務
官
に
よ
る
召
喚
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
元
老
院
議
決
は
適
用

さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
解
放
も
で
き
な
か
っ
た
(
一
口
)
。
こ
の

場
合
は
、
元
老
院
議
決
に
包
含
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
り
、
皇
帝
に

解
釈
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
ア
ゾ

l
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

北法39(5-6・II・706)1946



Azonis Summa in C. 1 .14 (一)

(的

)
C
ω
-
H
-
E
皇
帝
職
あ
る
い
は
被
告
人

(
E
2
g吉
田
)
の
居
住

す
る
属
州
の
最
高
裁
判
権

(2-52-cans-巾
)
に
よ
り
特
命
審

判
人
が
任
命
さ
れ
、
一
方
当
事
者
が
こ
の
審
判
人
が
自
分
に
と
っ

て
嫌
疑
あ
る
者
(
凹

5
U
R吉
田
)
だ
と
、
す
な
わ
ち
、
審
判
人
が
他

の
属
州
の
者

G
R
g
E
出
g
g出
)
あ
る
い
は
同
一
一
属
州
で
も
他

の
市
邦
に
滞
在
す
る
た
め
に
被
告
人
が
否
認
の
書
面
を
提
出
す
る

に
は
長
い
旅
程
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
嫌
疑
が

あ
る
と
主
張
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
朕
は
以
下
の
ご
と
く
裁
定
す

る
。
す
な
わ
ち
、
属
州
長
官
が
当
該
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
市
邦

に
い
る
場
合
、
審
判
人
が
自
分
に
と
っ
て
嫌
疑
あ
る
者
だ
と
主
張

す
る
者
に
は
、
属
州
長
官
の
下
に
赴
き
、
そ
の
官
報
(
白

ng)
に

よ
り
こ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
他
方
、
属
州
総
督

が
当
該
市
邦
に
い
な
い
場
合
に
は
、
市
邦
の
保
護
官
(
仏
民

2
8円)

あ
る
い
は
都
市
二
人
官

S
E
E
s
-
ュB
E
E
n
-匂
回
目
白
印
)
の
下
へ
赴

き
、
備
え
付
け
の
公
報
(
唱
え
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
公
表
し
、

さ
ら
に
審
判
人
を
拒
否
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
他
方
、
直
ち
に
、

す
な
わ
ち
三
週
間
以
内
に
、
当
事
者
が
遅
滞
な
く
仲
裁
人
な
い
し

仲
裁
人
団
を
選
任
し
、
そ
こ
で
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
特
命
審
判
人
が
解
任
さ
れ
、
別
の
審
判
人
が

選
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仲
裁
人
の
選
任
に
つ
き

協
議
が
調
わ
な
い
等
の
場
合
に
は
、
属
州
総
督
が
い
れ
ば
属
州
総

督
、
い
な
け
れ
ば
保
護
官
あ
る
い
は
都
市
政
務
官
の
仲
裁
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
種
の
事
項
の
執
行
を
委
任
さ

れ
た
執
行
人
が
登
場
し
て
仲
裁
人
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
実

行
に
移
す
、
上
訴
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
。
な
ぜ
な
ら
、
上
訴
が

な
さ
れ
れ
ば
、
嫌
疑
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
審
判
人
を
以
前
に
任
命

し
た
者
自
身
が
上
訴
を
審
理
す
る
こ
と
で
事
案
の
適
法
な
解
決

2
2
5国
)
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ゾ
l
は
、
「
す
な
わ
ち
、
審
判
人
が
他
の
属
州
の
」
以
下
を
引

用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
同
一
属
州
内
に
い
る
場
合
に
は

E

S
B
g
胃

2
8
5
印
洋
)
」
の
論
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

。・
H

・
山
口
し
た
が
っ
て
、
初
め
て
導
入
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い

て
も
、
あ
る
い
は
解
釈
に
よ
り
、
あ
る
い
は
最
良
の
元
首
の
勅
法

に
よ
り
、
相
対
的
に
確
定
的
に
(
円
四
円
昨
日

5)
規
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

春
木
前
掲
書
(
注
H
)
八
七
頁
参
照
。

(日
)
U
-
H
・ω・

5

法
律
の
解
釈
は
、
そ
の
趣
旨

(
4
♀ロロ

gm)
を
保

持
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
寛
大
に
な
る
よ
う
に

2
8広
口
吉
田
)
な

さ
る
べ
き
で
あ
る
。

50 

春
木
前
掲
書
(
注
M
)
八
八
頁
参
照
。
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料

(回
)
U
-
H
・ω・

5

法
律
の
文
言
が
両
義
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
不
条

理
に
陥
ら
な
い
意
味
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ

こ
か
ら
法
律
の
趣
旨
も
推
論
で
き
る
場
合
に
は
。

春
木
前
掲
書
(
注
M
)
八
八
頁
参
照
。

(
臼
)
わ

-H-Eふ
あ
る
人
々
の
利
益
に
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
こ

と
が
、
い
か
な
る
事
件
に
お
い
て
で
あ
れ
、
こ
の
人
々
を
害
す
る

も
の
と
な
る
こ
と
を
、
朕
は
欲
し
な
い
。

佐
伯
前
掲
邦
訳
(
一
一
十
)
(
注
目
)
一
一
一
三
頁
以
下
参
照
。

(同

)
U
-
H
・ω・
N
印
法
の
道
理
か
ら
し
で
も
、
あ
る
い
は
、
公
平
の
寛

大
き
か
ら
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
あ
る
人
々
の
利

益
を
増
進
す
べ
く
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
厳
格
な
解
釈
を
取

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
々
の
利
益
に
反
し
て
苛
酷
な
結
果
を
生

資

む
こ
と
で
あ
る
。

春
木
前
掲
書
(
注
U
)
八
九
頁
参
照
。

(日
)

U
・
ωN-S
文
言
の
意
味
を
離
れ
て
よ
い
の
は
、
遺
言
者
が
別

の
こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
だ
け
で
あ
る
。
ケ

テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
そ
の
遺
言
追
加
害
で
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「プ

l
プ
リ
ウ
ス
・
マ
エ
ヴ
イ
ウ
ス
に
余
が
奴
隷
と
し
て
所
有
す
る

す
べ
て
の
青
年
(
宮
〈
2
2
)
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
余
は
欲
す

る
。
」
私
は
青
年
と
は
何
才
か
ら
何
才
ま
で
と
理
解
さ
る
べ
き
か
を

問
題
に
す
る
。
マ
ル
ケ
ル
ス
は
答
え
て
い
う
、
上
記
の
文
吾
首
に
よ
っ

て
遺
言
者
が
表
示
し
よ
う
と
し
た
青
年
に
つ
い
て
は
こ
の
事
件
を

審
理
す
る
審
判
人
の
認
定
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、

遺
言
者
の
事
案
に
お
い
て
は
、
決
し
て
定
義
に
遡
つ
て
は
な
ら
な

い
の
だ
か
ら
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
大
抵
の
場
合
暖
昧
な
言
い

方
を
し
、
適
切
な
名
辞
や
語
禦
を
常
に
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

だ
か
ら
。
ち
な
み
に
、
青
年
と
は
、
少
年
よ
り
上
〔
一
八
才
以
上
〕
、

老
年
に
数
え
ら
れ
始
め
る
ま
で
〔
四
五
才
未
満
〕
と
評
価
す
る
こ

と
も
で
き
る
。

(
未
完
・
四

O
巻
三
号
に
続
く
)
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