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現
代
中
国
に
お
け
る
国
家
法
と
民
間
法
の
研
究

蘇
力
(
朱
蘇
力
)

(

朱

峰

沢

)

問
題
お
よ
び
主
義

従
米
か
ら
、
同
家
法
と
民
間
法
と
の
関
係
は
法
り
干
研
究
に
お
い
て
理
論
的
意
義
お
よ
び
実
践
的
意
義
を
有
す
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
υ

し

か
し
、
巾
川
は
符
地
の
政
治
・
経
済
・
丈
化
の
発
展
に
お
い
て
不
均
衡
で
あ
り
、
他
民
放
を
抱
え
な
が
ら
社
会
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
大

国
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
同
で
あ
る
中
川
に
と
っ
て
は
、
そ
の
志
味
は
と
り
わ
け
重
大
で
あ
る
c

丙
PU諸
川
や
日
本
の
よ
う
な
発
展
し
た
川
に
お
い
て
は
、
同
家
法
と
民
間
法
と
の
関
係
は
、
歴
史
の
巾
で
の
制
度
の
競
争
の
中
で
自
然
に

形
成
さ
れ
て
き
た
υ

そ
れ
に
関
連
す
る
研
究
は
、
ま
ず
西
洋
の
学
者
が
植
民
地
社
会
お
よ
び
第
二
世
界
の
同
家
に
お
け
る
耐
先
の
巾
で
示
し

た
。
本
国
の
研
究
に
つ
い
て
は
往
々
に
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
か
ら
の
遡
及
的
な
研
究
ー
と
し
て
行
わ
れ
た
。
丙
叩
け
諸
川
や
日
本
の
よ
う
な
発
展

し
た
凶
は
、
法
治
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
国
訴
訟
と
民
間
法
の
安
定
し
た
制
度
的
関
係
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
c

従
っ
て
、

こ
れ
ら
の
研
究
の
成
県
の
学
術
的
宵
u

義
は
大
き
い
が
、
そ
の
実
践
的
意
義
は
大
き
く
減
退
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

中
同
の
場
合
に
は
事
情
は
異
な
っ
て
い
る
υ

中
凶
の
川
家
法
と
民
間
法
と
の
関
係
は
、
最
終
的
に
は
必
然
的
に
歴
史
の
中
で
の
民
衆
の
行
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肋
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
代
巾
同
の
社
会
転
換
は
政
府
の
推
進
あ
る
い
は
主
導
の
下
に
で
「
れ
わ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
芥
種
の
関
連
す
る
県
論
研
究
お
よ
び
結
論
は
政
府
の
政
策
決
疋
お
よ
び
資
源
分
配
に
一
疋
の
影
響
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
有

し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
引
方
お
よ
び
成
果
が
中
国
の
未
来
の
社
会
に
お
け
る
凶
家
法
と
民
間
法
と
の
形
成
に
影
即
時
u
を
及
ぼ

す
川
能
性
は
よ
り
大
き
い
c

こ
れ
ら
の
学
術
研
究
の
影
響
が
存
i

げ
す
る
叫
能
性
は
あ
る
が
、
法
学
苫
が
則
付
す
る
ほ
ど
積
極
的
な
も
の
で
は

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
川
能
件
は
、
実
質
的
に
は
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。
仮
に
研
究
の
成
県
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
政
策
決
定
に
マ
イ
ナ
ス

の
結
果
な
い
し
致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
耐
究
の
結
論
は
現
代
巾
因
の
社
会
歴
史
的
条
件
が
隈
今
川
安
三
れ
て
い
る
因

家
法
と
民
間
法
の
岬
一
動
を
変
え
る
こ
と
が
山
川
米
な
い
し
、
規
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

そ
の
上
、
中
岡
は
大
凶
で
あ
り
、
他
(
多
)
民
族
を
抱
え
て
お
り
、
各
地
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
発
展
も
不
均
衡
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の

要
本
も
、
川
家
法
と
民
間
法
の
研
究
成
果
お
よ
び
理
論
的
概
括
が
現
実
的
に
泊
応
さ
れ
る
可
能
性
を
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
中
国
の
社
会
的
特
微
の
ゆ
え
に
、
各
地
の
同
家
法
と
民
間
法
の
関
係
が
ま
っ
た
く
同
様
で
は
な
い
も
の
に
な
る
、
或
い
は
す
る
一
川
能
性

が
あ
る
c

世
凶
作
に
お
い
て
、
特
多
民
族
大
川
が
連
邦
制
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
問
題
の
符
え
と
な
っ
て
い
る
c

中
岡
の
現
代
民
放
国
家
の
再
廷
は
法
治
の
統
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
単
性
の
憲
政
構
造
を
形
成
さ
せ
た
c

す
べ
て
の
地
域
の
局
部
に

お
け
る
国
家
法
・
民
間
法
の
研
究
成
果
は
仮
に
啓
-
小
で
は
な
い
と
し
て
も
胤
範
と
し
て
そ
の
時
代
全
体
の
中
同
国
家
法
・
民
間
法
の
構
造
の

由
一
の
憲
政
お
よ
び
有
効
な
運
用
に
必
ず
し
も
有
利
な
志
味
を
も
ち
う
る
わ
け
で
は
な
い
コ

ま
た
、
そ
の
他
の
特
徴
は
、
円
子
高
が
巾
川
に
お
け
る
川
家
法
・
民
間
法
の
研
究
を
す
る
際
に
地
方
制
の
条
件
お
よ
び
知
ぷ
に
対
し
て
、
高

民
な
敏
感
さ
お
よ
び
慎
重
さ
を
要
求
し
て
い
る
c

例
え
ば
、
両
日
先
進
諸
問
と
比
較
し
て
、
法
治
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
中
国
の
中
央

政
府
の
社
会
下
層
部
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ハ
バ
は
比
較
的
に
弱
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
-
附
謂
地
方
保
護
、
五
義
が
存
十
忙
し
て
い
る
υ

且
つ
、

こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
力
は
か
什
地
に
お
い
て
異
な
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
同
家
法
お
よ
び
民
間
法
に
対
し
て
人
の
学
者
が
も
っ
と
も
理
想

北法58(2-38;))875
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的
山
崎
純
と
訟
め
た
も
の
を
示
し
た
と
し
て
も
、

そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
統
一
的
な
計
画
を
制
定
し
た
と
し
て
も
、
最
後
に
実
現
す
る
も
の
は

様
々
な
具
体
的
形
態
と
な
る
で
あ
ろ
、
っ
。

ま
た
、
多
く
の
そ
の
他
の
要
素
は
凶
家
法
・
民
間
法
の
実
際
状
況
に
影
響
し
か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
こ
こ
で
す
べ
て
提
起
す
る
こ

と
は
不
叫
能
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
も
な
い
ι

従
っ
て
、
上
述
し
た
こ
と
は
概
括
的
な
も
の
で
し
か
な
い
c

こ
の
間
題
の
研
冗
の
中
岡
に
お

け
る
実
践
卜
の
重
要
件
を
指
摘
し
て
中
国
の
法
学
研
究
者
の
高
度
な
、
何

E
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
つ

本
文
は
一
つ
の
日
ハ
体
的
研
究
で
は
な
く

部
の
巾
川
法
学
界
の
制
点
に
対
し
て
巾
川
の
経
験
お
よ
び
近
年
筆
者
の
附
究
に
も
と
づ
き
マ

ク
口
の
視
角
か
ら
理
論
的
に
概
折
し
た
も
の
で
あ
る
c

マ
ク
ロ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
繊
細
な
ー
と
こ
ろ
を
す
べ
て
議
論
す
る
こ
と
は
山
末
な
い
。

概
論
で
あ
れ
ば
必
然
的
に
多
く
の
亘
要
な
問
題
を
省
略
あ
る
い
は
略
さ
れ
か
ね
な
い
c

こ
の
占
読
苫
の
詳
し
を
刷
っ
て
お
き
た
い
c

中
国
社
会
に
お
け
る
民
間
法
の
発
見

少
な
く
と
も
、
九

0
年
代
別

T
ま
で
、
現
代
中
凶
法
学
界
に
お
い
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
誤
っ
た
誘
導
お
よ
び
研
究
上
刀
法
の
過
ち
に
よ

り
、
あ
る
い
は
法
治
の
現
代
化
の
推
逆
の
学
術
お
よ
び
政
治
的
策
略
お
よ
び
法
曹
の
職
業
上
の
利
益
に
起
閃
に
し
て
、
伝
統
巾
川
は
ひ
と
つ

の
人
治
的
社
会
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
コ
法
律
の
学
者
は
、
ま
ず
実
証
主
義
的
な
法
律
ー
ピ
義
を
採
川

L
、

?υ
法
機
関
・
法
律

と
道
徳
の
分
野
・
文
字
・
お
よ
び
公
布
・
川
家
の
強
制
力
を
強
調
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
儒
教
的
な
倫
理
性
・
祖
制
・
天
理
人
砧
・
風
俗
営

慣
を
広
義
の
法
律
か
ら
排
斥
し
て
き
た
c

次
に
、
彼
ら
は
白
己
矛
盾
を
犯
し
な
が
ら
、
他
面
で
所
謂
白
扶
一
法
の
岡
山
怨
を
堅
持
し
て
き
た
じ
現

代
法
律
の
何
情
判
附
を
も
っ
て
伝
統
中
国
の
法
律
を
許
何
し
た
わ
け
で
あ
る
υ

こ
れ
ら
の
法
律
が
所
調
況
代
法
律
何
怖
を
反
映
し
て
い
な
い

た
め
に
悪
法
と
み
な
き
れ
、
悪
法
は
法
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
ロ
第
二
に
、
残
さ
れ
た
少
数
の
法
律
は
彼
ら
が
伝
統
巾
因

北法;;8(2' :';86) 876 



は
封
建
的
独
裁
社
会
で
あ
り
、

土
権
が
百
十
卜
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

か
つ
法
よ
り
権
力
が
上
で
あ
っ
て
、
法
に
よ
っ
て
凶
を
治
め
る
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
認
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
法
律
の
役
訓
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
非
常
に
小
き
な
も
の
と
き
れ
た
。
従
つ

て
、
中
国
は
川
口
か
ら
一
つ
の
人
治
社
会
で
あ
ワ
た
と
柿
か
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
に
対
し
て
全
面
的
な
分
析
・
批

一
オ
が
必
要
で
あ
る
ι

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

ま
た
、
こ
れ
ら
の
飢
点
が
も
た
ら
し
た
知
識
構
造
、
理
論
的
前
提
お
よ
び
実
践
的
料
果
に
対
し
て
も
、
さ
ら
な
る
分
析
が
必
安
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
一
柄
で
は
そ
れ
は
な
し
え
な
い
。
本
稿
に
同
接
関
連
し
て
い
る
命
題
は
、
巾
川
社
会
が
ひ
と
つ
の
人
治
社
会
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば

巾
同
什
会
内
部
・
巾
国
民
間
社
会
に
お
い
て
は

H

法
。
あ
る
い
は
民
衆
社
会
の
生
れ
を
規
制
す
る
地

h
制
強
制
力
を
有
す
る
規
範
、
所
謂
本

稲
で
ゴ
ワ
つ
民
間
法
が
存
存
す
る
可
能
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
c

理
論
と
は
指
導
・
飢
察
の
役
割
ま
た
は
俳
究
の
、
引
窓

力
を
左
右
す
る
役
刑
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
υ

し
た
が
っ
て
、
理
論
卜
の
排
除
あ
る
い
は
不
本
訟
に
よ
り
学
者
が
民
間
法
を
凡
る
と
い
う
こ

と
が
巾
然
に
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
コ
そ
こ
で
民
間
法
が
な
け
れ
ば
当
然
国
家
法
と
民
間
法
と
の
述
動
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
も
で
き

な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
一
九
七
八
年
以
後
の
現
代
中
凶
に
お
い
て
少
な
く
と
も
五
年
か
ら
一
口
年
ほ
ど
持
続
し
、
今
日
に
お
い

て
も
大
き
な
路
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
c

し
か
し
、
理
論
的
な
党
μ
肢
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

部
の
学
台
は
用
論
上
に
お
い
て
民
闘
の
慣
習
・
風
俗
の
存
在

を
認
め
て
い
る
。
彼
ら
は
、
中
国
の
九
八

0
年

代

一

九

九

0
年
代
の
法
理
論
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
慣
習
・
風
俗
が
社
会

生
活
を
規
制
す
る
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
認
し
て
お
り
、
巾
に
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
法
律
ー
と
の
問
に
定
の
連
動
性
を
有
し
て
い
た

こ
と
を
認
め
る
学
者
も
存
在
す
る
c

し
か
し
、
彼
ら
は
、
法
川
崎
学
に
お
い
て
慣
省
と
慣
習
法
の

μ別
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
山
に
、

あ
る
い
は
、
風
俗
償
却
自
が
巡
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
慣
習
法
を
法
学
研
究
の
組
域
か
ら
排
除
し
て
き
た
。

全
ふ
れ
~
、
引
」

く
少
数
の
学
者
は
{
疋
の
慣
習
法
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
た
が
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
せ
い
ぜ
い
資
料
の
収
集
に
止
ま
り
、

ぷ三、

北法58(2.387) 877 
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の
分
析
は
明
ら
か
に
ボ

l
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
往
々
に
し
て
巾
団
法
理
学
に
お
け
る
教
条
主
義
お
よ
び
現
代
巾

心
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

少
な
く
と
も
、
学
術
の
而
か
ら
百
え
ば
、
こ
れ
ら
の
観
点
お
よ
び
こ
れ
を
代
表
す
る
学
術
伝
統
は
、
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
ー
と
こ
ろ

で
一
九
九

0
年
代
以
降
、
中
岡
の
学
界
に
お
い
て
、
国
fψ?と
お
よ
び
民
間
法
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
、

一
つ
の
机
本
的
な
転
換
が
牛
じ
て
い
る

と
一
百
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
は
、
法
律
を
巾
心
と
す
る
実
証
王
詩
的
な
法
律
矧
念
が
突
破
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
の
巾
同
社
会
お
よ
び
現
代
巾
同
牡
会
に
お
い
て
、

丈
f
i
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
実
践
(
司
司
王
立
の
ぬ
と

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
、
地
域
性
を
も
ち
さ
ら
に
只
同
化
さ
れ
た
什
会
規

範
が
、
研
究
苫
の
視
野
に
取
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
c

第
一
に
、

一
部
の
中
国
の
法
律
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
で
は
、
清
ボ
の

民
事
慣
刷
自
の
調
杏
資
料
そ
の
他
の
資
料
が
川
い
ら
れ
、
実
質
卜
研
究
の
焦
点
が
法
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
規
範
に
拡
大
さ
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ロ
以
前
の
民
間
契
約
の
収
集
お
よ
び
整
理
に
対
し
て
も
、
川
じ
十
刀
法
が
川
い
ら
れ
て
い
る
コ
第
三
に
、
現
代
中
国
社

会
お
よ
び
法
治
状
泌
の
観
念
に
刻
す
る
元
証
的
経
験
上
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

一
九
九

0
年
代
以
降
、
不
定
期
的
な
刊
行
と
い
う
形
で

民
間
法
が
出
版
さ
れ
て
き
た
c

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
法
律
は
単
に
国

J

本
I

止
法
に
よ
る
と
す
る
一
種
の
実
証
、
土
義
法
律
観
念
を
、
事
実
卜
T
小
川
{
疋

し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
学
術
訓
糾
の
不
足
も
あ
っ
て
、
多
く
の
学
者
が
ま
だ
慣
習
と
名
付
け
ら
れ
た
民
同
規
範
に
つ

い
て
徽
密
に
分
析
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
胤
範
を
山
川
び
表
現
に
も
た
‘り
し
た
り
、
系
統
的
に
こ
れ
ら
の
規
範
と
国
家
法
と

の
問
の
天
在
的
関
係
を
論
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
c

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
は
民
間
規
範
を
法
学
の
祝
野
に
と
り
い
れ
た
こ
と

に
あ
り
、
さ
ら
に
法
律
の
概
念
を
広
げ
た
こ
と
に
あ
る
c

そ
し
て
ま
た
、
彼
ら
の
引
い
事
は
こ
れ
ら
の
規
範
の
存
在
が
人
量
的
で
あ
り
普
通
的

で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
伝
統
の
巾
固
に
お
い
で
あ
る
積
の
装
飾
で
は
な
く
人
々
の
ヰ
活
が
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
実
在
的
規
純
で
あ
っ
た
こ

と
を
-
小
し
た
。
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こ
れ
ら
の
転
換
に
役
i

げ
つ
の
は
社
会
学
、
人
頒
学
お
よ
び
歴
史
学
の
研
究
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
潜
規
則
」
と
い
う
本
が
有
在
す
る
。

第
一
の
転
換
は
よ
り
重
要
か
も
し
れ
な
い
υ

た
と
え
現
杭
に
、

で
は
な
く
と
も
、
将
来
に
お
い
て
は
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
転
換

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

は
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
転
換
で
あ
り
、
社
会
学
、
人
類
リ
半
の
研
究
方
法
を
借
用
し
、
社
会
科
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
一
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

研
究
は
民
闘
の
反
則
を
規
則
の
発
展
お
よ
び
運
用
の
具
体
的
次
元
に
お
き
、
こ
れ
ら
の
国
則
の
制
度
的
機
能
を
考
察
し
て
い
る
じ
ま
た
、
こ

れ
ら
の
研
究
は
本
質
五
義
の
視
点
か
ら
山
m

治
し
て
、
民
闘
の
胤
則
、
胤
範
お
よ
び
形
式
の
要
求
、
あ
る
い
は
規
範
へ
の
要
求
に
符
合
し
て
い

る
か
'hu
か
を
納
象
的
に
与
山
丹
市
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
コ

一
連
の
緋
究
に
お
い
て
私
は
以
下
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
堅
持
し
て
い
る
c
比
較
的
に
理
論
化
さ
れ
た
衣
述
お
よ
び
分
析
の
ひ
と
つ
は
、

私
の
「
王
位
担
当
耐
」
と
い
う
著
書
に
最
も
典
型
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
c

相
対
的
に
長
期
的
な
存
存
に
よ
り
当
時
、
現
地
の
人
々
に
認
川
さ
れ

た
一
種
の
社
会
胤
範
、
法
律
制
度
に
対
し
て
私
は
機
能
主
義
的
な
考
察
を
試
み
た
。

一
つ
の
具
体
的
法
律
制
度
お
よ
び
胤
則
を
考
ム
祭
す
る
際

に
、
ま
ず
世
意
的
に
こ
の
制
度
お
よ
び
規
則
が
適
川
き
れ
る
通
常
の
社
会
問
題
を
什
構
築
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
次
に
、
問
題
を
再
構

察
し
た
絞
、
研
究
者
は
関
連
す
る
人
の
知
的
な
ぷ
質
、
白
然
環
境
、
什
会
生
崖
力
お
よ
び
科
学
技
術
の
水

m
お
よ
び
資
源
な
と
相
刻
的
に
安

一
疋
し
て
い
る
要
誌
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仁
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
み
に
よ
っ
て
一
般
的
祈
会
問
題
を
解
決
で
き
る
制
度
と
規
則
を
選

択
す
る
際
に
、
廿
市
小
平
的
な
制
約
を
も
ヰ
也
市
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
第
一
今
に
、
こ
れ
ら
の
構
築
さ
れ
た
正
当
件
を
簡
単
に
凶
定
化
す

べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
正
汁
院
は
暦
史
的
な
真
実
で
は
な
く
た
だ
一
つ
の
構
築
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
老
察
す
る
と
川
一
時
に
、
他
の
制
度
お
よ
び
規
則
が
よ
り
適
切
に
主
意
的
内
構
築
ー
と
い
う
社
会
問
題
を
解

決
で
き
る
か
斉
か
を
観
測
す
べ
き
で
あ
る
c

第
川
に
、
矧
似
し
た
方
式
に
よ
っ
て
あ
る
法
律
制
度
お
よ
び
川
県

ιに
関
連
す
る
現
代
の
社
会
問

題
を
ヰ
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
法
律
制
度
お
よ
び
規
定
に
合
致
し
て
い
る
そ
の
社
会
問
題
が
依
然
と
し
て
存
柱
し

て
い
る
か
台
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
律
制
度
お
よ
び
出
品
定
を
支
え
る
諸
社
会
条
件
は
、
こ
の
制
度
お
よ
び
胤
{
疋
を
変
更
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さ
せ
る
重
安
な
変
化
が
存
十
れ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
T
1
に、

人
の
責
任
感
を
も
っ
法
律
家
は
具
体
的
な

制
度
お
よ
び
規
則
の
変
化
を
提
示
し
、
か
っ
既
に
禿
生
し
た
、
あ
る
い
は
予
期
き
れ
た
社
会
条
件
の
変
化
を
も
と
に
提
楽
し
た
新
制
度
お
よ

び
胤
則
の
け
当
性
を
孔
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
自
ら
多
く
の
伝
統
巾
国
お
よ
び
現
代
中
国
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
研
究
方

法
を
堅
持
し
て
い
る
c

し
か
も
、
今

H
こ
の
機
能
占
丁
義
の
法
律
問
を
採
用
す
る
中
凶
の
学
者
は
ま
す
ま
す
増
、
λ
て
き
て
い
る
c

こ
の
第
一
方
山
の
転
換
の
意
義
は
、

た
だ
け
単
に
民
間
法
の
存
存
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
い
く
ら
か
の
民

同
法
の
雁
史
的
北
川
境
お
よ
び
合
理
院
を
論
証
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
こ
の
論
拠
が
有
力
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
い
く
ら
か

の
読
者
を
幾
何
し
た
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
転
換
が
、
民
間
法
が
存
存
し
た
と
い
う
こ
と
の
什
会
意
義
お

よ
ぴ
機
能
を
理
解
す
る
基
本
的
考
え
i

刀
を
提
供
し
た
こ
と
に
あ
る
c

た
と
え
こ
の
与
え

h
が
具
体
的
民
間
法
の
分
析
の
展
開
に
百
及
す
る
際

に
問
題
を
も
か
か
え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
に
せ
よ
、
本
質
王
衰
の
法
律
の
研
究
の
H
H
方
か
ら
は
脱
皮
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
同
家
法

と
民
間
法
の
関
係
の
研
究
に
対
し
て
新
た
な
道
を
開
拓
し
た
こ
と
に
な
る
。

民
間
法
の
発
生
原
理

同
家
法
、
民
間
法
に
関
す
る
系
列
の
具
体
的
問
題
に
対
す
る
耐
九
九
を
通
じ
て
、
民
間
法
の
発
牛
原
理
を
一
般
的
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
中
で
最
も
草
川
安
な
の
は
、
民
間
法
が
特
ど
の
次
冗
に
お
い
て
人
々
が
同
面
し
て
い
る
長
期
的
な
共
川
問
題
に
対
山
す
る
た
め
、
長

則
的
社
会
牛
治
の
中
で
徐
々
に
進
化
し
て
き
た
地
点
制
度
に
あ
る
じ
私
は
、
「
語
境
諭
」

の
中
で
中
岡
伝
統
の
婚
姻
制
度
の
↓
丁
な
特
徴
に
も

と
づ
き
一
定
の
分
析
を
行
っ
た
υ

私
の
分
析
は
、
中
国
伝
統
の
婚
姻
制
度
の
主
な
構
成
安
素
は
た
と
え
今
日
か
ら
み
れ
ば
種
々
の
問
題
を
抱

え
、
現
代
法
治
の
料
念
に
符
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
全
般
的
に
一
百
え
ば
当
時
の
農
業
社
会
の
中
で
そ
の
役
割
を
来
た
し
て
い
た
ロ
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ま
た
こ
れ
は
、
昆
莱
社
会
に
お
け
る
般
人
の
婚
捌
家
庭
関
係
に
お
け
る
種
々
の
中
核
問
題
を
制
度
化
に
よ
っ
て
解
決

L
、
か
つ
一
当
時
の
豚

史
的
次
正
に
お
い
て
人
組
繁
栄
と
い
う
重
大
な
問
題
に
効
半
的
に
回
答
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
ボ
し
た
。
「
復
讐
と
法
律
」
と
い
う
r
止

の
中
で
、
私
は
さ
ら
に
什
会
進
化
の
角
度
か
ら
民
間
に
お
け
る
復
持
制
度
の
発
生
・
発
展
・
変
化
の
位
史
的
必
然
性
を
考
察
し
た
。
私
の
基

本
的
観
点
で
は
、
復
世
間は
以
前
の
国
家
社
会
の
中
に
お
い
て
は
社
会
の
基
本
制
度
で
あ
り
、
人
々
が
伝
時
の
食
い
止
め
を
有
効
と
す
る
た
め

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

に
徐
々
に
進
化
発
生
し
た
制
度
で
も
あ
り
、

か
っ
社
会
牛
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
積
々
の
変
形
お
よ
び
そ

れ
に
相
応
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
生
活
の
進
化
の
産
物
で
あ
る
c

こ
の
民
間
法
発
生
原
理
の
概
折
は
、
そ
の
他
の
与
式
に
よ
っ
て
表
述
す
る
こ
と
も
で
き
る
c

仮
に
、
実
~
祉
法
の
す
場
実
祉
法
優
先
・
優

越
の
げ
場
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
こ
の
命
題
は
民
間
法
が
地
域
性
民
が
正
式
な
制
度
(
法
律
)

の
不
足
に
直
面
し
た
時
に
白
己
創
造
し
た
制

度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
「
秋
菊
の
凶
惑
と
山
村
爺
の
悲
劇
」
と
い
う
文
の
巾
で
い
ち
早
く
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
っ
巾
因

の
農
村
に
お
い
て
不
孝
な
嫁
に
刈
し
て
侮
辱
的
社
会
凶
力
や
見
せ
し
め
な
ど
の
地
域
社
会
制
及
が
な
ぜ
採
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
私
の
分
析
は
、
伝
統
中
国
お
よ
び
現
代
中
凶
の
辺
部
な
農
村
に
お
い
て
は
凶
家
の
正
式
な
法
律
の
実
際
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
お
よ

び
強
制
力
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
安
で
あ
る
と
考
え
た
じ
あ
る
い
は
、
民
衆
が
川
門
家
の

H
式
的
法
律
に
よ
り
解
決
す
る

た
め
の
コ
ス
ト
は
彼
ら
が
こ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
山
川
来
る
利
益
よ
り
大
き
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
事
実
上
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
巾

の
口
禿
的
な
規
制
を
通
じ
て
解
決
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
同
家
は
せ
い
ぜ
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
に
お
い
て
待
合
的
な
支
持
を
与
え
る
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
た
c

現
代
中
国
に
お
い
て
仮
に
凶
家
の
正
式
な
法
律
制
度
が
天
際
の
制
皮
上
の
川
答
を
提
供
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
た

と
え
現
代
法
治
お
よ
び
法
治
に
か
ん
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
公
民
の
人
権
を
保
議
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
り
民
間
法
の
あ
る
制
裁
折
置
に
反

対
し
た
と
し
て
も
、
民
間
法
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ヰ
活
の
巾
で
偶
発
的
に
発
拐
し
た
役
割
を
排
除
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

|
|
同
家
法
お
よ
び
国
家
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
迫
反
ロ
こ
の
点
に
は
、
多
く
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
次
の
節
に
お
い
て
も
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一
汗
反
す
る
つ

民
間
法
発
止
の
問
題
に
お
い
て
、
往
々
に
し
て
人
々
に
注

H
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
符
易
に
度
外
概
さ
れ
た
点
は
、
民
間
法
の
発
止
の
モ
デ

ル
で
あ
る
。
機
能
主
義
の
研
究
の
考
え
方
は
、
枚
々
に
し
て
民
間
法
党
止
の
必
要
性
と
可
能
怜
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
は
た
し
て

そ
れ
が
い
山
何
に
し
て
発
斗
進
化
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
回
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

対
決
論
お
よ
び
社
会
斗
物
学
の
進
化
論
の
彫
響
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
し
て
外
国
の
研
究
成
果
を
仙
用
し
て
、
私
は

「復
讐
と
法
律
」
と
い
う
文
の
中
で
、
文
字
の
方
式
に
よ
っ
て
似
讐
制

民
の
医
山
的
進
化
の
巾
に
併
在
し
て
い
る
口
ジ
y

ク
を
-
小
す
こ
と
を
試
み
た
υ

こ
れ
に
は
、
仮
置
]
に
関
連
す
る
積
々
の
民
間
信
条
お
よ
び
ゃ

り
方
が
合
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
品
開
に
は
歯
を
、
円
に
は
目
を
」
、
「
神
に
よ
る
天
罰
」
、
「
子
孫
へ
の

K
剖
」
「
禍
根
を
徹
底
的
に
取
り
除

く
」
お
よ
び
、
中
国
春
秋
戦
同
時
代
の
門
人
食
客
制
度
、
侠
客
や
刺
客
制
度
な
ど
が
あ
る
じ
こ
れ
ら
の
分
析
は
、
制
度
の
進
化
が
制
度
問
説

争
、
淘
汰
の
柏
岡
本
で
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
社
会
制
度
の
社
会
的
役
割
に
導
い
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
抽
象
的
道
徳
命
題
に
よ
っ
て
導
か
れ
た

制
度
で
は
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
生
存
し
て
き
た
抽
尖J
的
道
徳
命
題
は
往
々
に
し
て
こ
れ
ら
に
刊

p

』
相
し
た
制
度
が
社
会
的

な
役
割
に
潜
在
的
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ヰ
き
残
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
私
の
民
間
法
の
発
生
原
理
の
起
白
'
は
法
律
社
会
学
の
機
能
主
素
で
あ
り
、
そ
の
発
斗
の
解
説
に
関
す
る
基
本
ロ
ジ
ァ
ク
は
経
済

学
、
と
り
わ
け
制
度
経
済
学
お
よ
び
法
律
経
治
学
に
山
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
の
法
律
社
会
学
的
あ
る
い
は
法
律
人
類
学
的
な
も
の
で

は
な
い
。

四

民
間
法
と
問
。
不
法
の
相
互
補
助
お
よ
び
連
動

卜
節
の
中
で
同
家
法
制
度
の
供
給
不
足
が
民
間
法
の
発
生
を
誘
発
し
た
、
と
述
べ
た
コ
こ
の
命
題
は
お
そ
ら
く
は
民
間
法
・
川
家
法
問
題
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の
研
究
に
お
い
て
最
も
興
味
様
い
も
の
と
な
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
命
題
を
扱
一
百
す
る
と
、
全
体
社
会
の
秩
序
の
問
題
を
維
持
す
る
際
に
、
民
間
法
と
因
不
法
の
機
能
は
相
丘
術
助
的
で
あ
り
(
五
証
的
)
、

向
者
は
共
同
し
て
社
会
に
お
け
る
紛
争
予
防
お
よ
び
解
決
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
の
だ
、
ー
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
仮
に
す
べ
て
の
社
会

に
お
い
て
民
間
法
が
あ
る
と
す
れ
ば

(
個
人
的
認
識
で
は
あ
る
が
て
こ
の
問
題
は
普
通
的
な
現
象
と
な
る
じ
法
条
主
義
は
唯
の
法
律
の

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

観
点
を
堅
持
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
白
は
巾
同
の
現
代
法
治
建
設
に
ぎ
鐙
を
鳴
ら
す
役
刑
を
有
す
る
υ

法
治
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
法
治
は
イ
コ
ー
ル
国
家
制
定
法
に
よ
る
統
治
で
は
な
い
コ
現
代
巾
川
の
法
治
に
お
い
て
民
間
法
に
は
ひ
と
つ
の
適
切
な
伏
置
を
示
す
べ
き

で
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
の
適
切
さ
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
訳
で
は
な
い
c

こ
れ
は
、
法
律
社
会
学
お
よ
び
法
律
人
類
学
の
研
究
成
米

の
指
針
と
な
ろ
、
つ
じ

こ
の
方
向
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
重
安
な
の
は
、
何
が
適
切
で
あ
り
、
何
が
両
者
の
有
効
な
桐
行
補
助
関
係
伶
掃
な
の
か

と
い
う
点
に
あ
る
υ

こ
の
問
題
は
伝
統
的
法
律
社
会
学
や
法
律
人
領
、
与
の
附
究
に
よ
っ
て
凶
符
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
は
長
い

リ
で
見
て
、
社
会
実
践
的
形
成
の
社
会
共
通
認
識
に
よ
っ
て
碓
定
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
中
凶
社
会
に
と
っ
て
、
こ
の
点
に

お
い
て
は
法
学
研
究
者
に
と
っ
て
の
さ
ら
な
る
啓
発
的
学
科
あ
る
い
は
研
究
領
域
は
、
制
度
経
済
学
お
よ
び
法
律
経
凶
学
に
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
を
も
っ
て
指
導
的
経
験
上
の
研
究
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
つ
こ
れ
ら
の
経
験
的
、
実
証
的
研
究
を
通
じ
て
、
法

律
学
者
は
具
休
的
制
度
の
効
果
、

お
よ
び
コ
ス

l
・
ベ
ネ
フ

f
y
卜
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
々
の
制
度
の
効
果
の
限
界
を
確
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
原
則
上
、
あ
る
問
題
に
お
い
て
は
有
効
な
代
替
制
度
を
禿
比
す
る
こ
と
が
で
き
、

一
つ
の
什
会
に
刻
し
て
有

効
な
制
度
の
組
み
合
わ
せ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
c

こ
の
方
面
の
作
装
は
原
則
か
ら
み
れ
ば
き
り
が
な
い

f

例
え
ば
、
私
が
あ
る
レ
ポ

i

ト
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
仮
に
現
杭
中
同
社
会
が
膨
大
な
農
民
に
有
効
な
社
会
保
障
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
換

=μ

す
る
と
、
こ
の
積
の
も
の
の
提
供
が
相
対
的
に
家
庭
に
よ
る
提
供
ほ
ど
効
出
的
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
現
在
中
国
農
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
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の
環
境
の
中
で

4
手
順
々
と
い
う
伝
統
的
儒
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
調

L
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

h
力
に
よ
っ
て
L
J
女
の
父
母
に
対
す
る
扶

養
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
現
在
巾
国
農
村
の
環
境
に
お
い
て
、

ひ
と
つ
の
よ
り
効
率
的
な
良
村
老
人
社
会
制
度
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
υ

当

然
、
一
つ
の
制
度
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
択
一
的
な
も
の
で
は
な
い
c

一
つ
の
制
度
は
多
く
の
ミ
ク
ロ
制
皮
の
次
日
ん
に
お
い
て
依
然
と
し
て
桐

互
結
ム
門
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ι

例、
λ
ば
、
在
人
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
は
国
家
が
提
供
す
る
基
本
的
な
制
度
保
一
正
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
他
の
而
に
お
い
て
よ
い
り
多
く
の
こ
と
は
チ
女
に
よ
っ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
、

コ
ミ
ユ
ニ
テ

f
l
の
件
力
に
よ
っ
て
保
一
証
す
る

と
が
で
き
る
コ
ま
た
例
え
ば
、

セ
ク
シ
コ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
当
然
国
家
の
立
法
に
よ
っ
て
婦
女

の
権
利
を
保
出
世
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
法
の
執
行
卜
の
問
題
お
よ
び
そ
の
他
の
権
利
均
衡
の
問
題
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
も
し
か

す
る
と
よ
り
よ
い
桂
川
田
は
婦
火
の
白
己
保
議
お
よ
び
そ
の
他
の
社
会
圧
力
保
訂
正
と
い
う
民
間
規
範
を
強
調
す
る
こ
と
の
方
に
あ
る
か
も
知
れ

、、通
O

J
h
v

しし
か
し

い
っ
た
ん
動
態
的
視
角
か
ら
こ
の
命
題
を
み
る
と
、
他
の
命
題
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
コ
国
家
法
と
只
同
法
と
の
聞
は
連
助
的

で
あ
り
、
あ
る
い
は
連
動
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
現
代
巾
凶
の
転
換
期
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
現
れ
て
き
て
お
り
、

大
き
な
必
安
も
あ
る
c

社
会
の
転
換
は
社
会
構
造
の
変
化
、
同
家
と
社
会
と
の
問
の
境
界
の
変
化
を
意
味
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
必
然
的
に

の
実
際
に
影
響
し
て
い
る
局
界
を
附
ぴ
碓
疋
い
さ
せ
る
つ
か
っ
、
再
び
確
定
さ
せ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
っ
例
え

国
家
法
と
民
間
法
(
社
会
規
範
)

ば
、
中
国
都
巾
の
人
口
の
明
加
と
と
も
に
流
助
人
川
、
社
会
の
人
々
の
疎
遠
程
度
が
明
加
し
、
結
果
と
し
て
犯
罪
率
も
明
ら
か
に
明
加
し
て

い
る
。
多
く
の
伝
統
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
あ
る
い
は
計
間
経
済
の
も
と
に
お
け
る
都
?
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
白
身
が
内
包
す
る
進
法
犯
罫
防
止

の
機
能
が
大
き
く
技
弱
化
す
る
に
至
っ
た
c

場
合
に
よ
っ
て
は
、
完
全
に
そ
の
効
果
を
火
っ
て
い
る
c

こ
の
現
象
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
般
の
社
会
に
お
い
て
民
間
法
は
こ
の
山
で
は
実
際
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
境
界
が
収
縮
し
、
そ
こ
で
国
家
法
が
そ
の

社
会
の
進
法
犯
詐
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
増
加
き
せ
る
こ
と
を
安
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ぎ
察
の
力
の
増
加
、
設
備
の
改
善
、
お
よ
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ぴ
技
術
の
手
段
な
と
が
含
ま
れ
る
。
他
方
、
他
の
面
に
お
い
て
市
場
経
消
の
発
展
と
と
も
に
、
市
場
白
身
が
あ
る
ん
而
に
お
い
て
ひ
と
つ
の

有
効
な
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
集
団
に
も
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
計
画
経
済
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
行
政
措
置
お
よ
び
子
段
(
川
家
法
)

に
よ
る
社
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
制
度
の
効
率
の
角
度
か
ら
あ
る
い
は
コ
ス
ト
・
ベ
、
不
フ
ィ
ッ
ト
の
何
度
か
ら
み
れ
ば
弱
体
化
さ
せ
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

卜
述
の
一
つ
の
命
題
は
、
さ
ら
に
縦
'
世
な
分
析
お
よ
び
附
把
握
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

従
っ

て
、
多
く
の
具
体
的
に
実
在
す
る
変
量
に
対
し
て
さ
ら
な
る
考
察
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
家
法
あ
る
い
は
只
同
法
と
い
っ
た
粗
雑
な

概
念
分
績
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
私
は
告
書
の
中
で
多
く
の
線
維
な
変
量
を
研
究
し
て
い
る
。
上
述
の
問

題
に
関
連
し
て
重
要
か
つ
詳
細
に
見
極
め
る
伺
値
が
あ
る
の
は
、
と
り
わ
け
尻
代
中
国
社
会
に
お
い
て
何
が
民
間
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

だ
。
民
間
法
は
会
社
会
に
お
い
て
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
た
規
則
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
規
則
は
国
家
法
に
致
す
る
川
能
性
も
あ
れ
ば
、

場
合
に
よ
っ
て
同
家
法
に
不
一
致
、
あ
る
い
は
相
反
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
人
殺
し
を
行
え

ば
ん
叩
で
償
う
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
凶
家
法
と
民
間
法
ー
と
の
原
則
は
一
致
し
て
い
る
が
、
し
か
し
死
刑
排
除
論
を
提
附
す
る
白
白
派
の
観
点

が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
向
苫
の
不
一
致
が
あ
ら
わ
れ
る
c

し
た
が
っ
て
、

λ
米
こ
の
点
に
お
い
て
は
川
門
家
法
と
民
同
法
は
協
力
関
係
に
あ
る

か
、
そ
れ
が
一
つ
の
説
争
関
係
に
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
姦
通
は
罪
で
は
な
い
と
い
う
川
家
法
の
原
則
は
現
存
あ
る
地
域
の
民

同
法
と
衝
突
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
も
し
か
す
る
と
将
来
に
お
い
て
重
複
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

民
間
法
は
地
域
的
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
的
な
い
し
群
体
(
什
会
集
川
)
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
の
長
通
の
問

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
(
部
会
地
域
、
農
村
地
域
、
列
な
る
民
族
と
の
問
、
列
な
る
群
体
(
知
ぷ
入
、
料
、
来
層
、

下
層
社
会
)
の
問
で
実
際
卜
異
な
る
規
則
が
小
さ
れ
て
い
る
。
佃
訳
出
引
な
刊
訂
物
を
け
凡
る
と
い
う
案
件
の
事
例
に
お
い
て
は
、
私
は
こ
の
規
範

題
に
お
い
て
は
旦

の
街
突
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
仮
に
巾
同
社
会
が
よ
り
現
代
化
す
る
と
、
も
し
か
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
次
冗
の
民
間
法
は
社
会
祥
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休
に
お
け
る
民
間
法
に
転
換
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
同
性
愛
者
に
関
す
る
規
範
っ

す
べ
て
の
法
化
の
巾
に
お
け
る
ど
の
鋭
化
も
、
凶
家
法
、
民
間
法
の
現
在
の
け
町
面
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る
つ
こ
の
変
化
は
場
合
に
よ
っ

て
、
方
が
弱
体
化
し
方
が
巨
大
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
c

場
合
に
よ
っ
て
は
単
な
る
異
な
る
社
会
群
体

の
問
に
川
崎
純
の
衝
突
お
よ
び
こ
れ
ら
の
群
体
の
政
治
的
力
に
よ
っ
て
川
家
法
が
道
徳
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
を
回
遊
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
中
立
あ
る
い
は
消
祢
的
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
家
法
・
民
間
法
の
迫
動
に
杉
山
明
日
す
る
要
素
は
多
く
存
杭
し
て
い
る
コ
そ
の
巾
に
は
、
社
会
的
な
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
地
ん
の
経
凶
発

展
水
準
、
民
衆
の
収
入
の
水
問
、
社
会
組
織
の
構
造
、

μ
引
会
福
相
の
水
準
、
対
外
の
y

父
際
の
程
度
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
均
台
に

よ
っ
て
は
、
国
家
の
正
式
な
政
治
法
律
制
度
の
要
素
も
存
有
し
て
お
り
、
例
、
λ
ば
、
司
法
組
織
構
造
、
そ
の
他
紛
争
解
決
の
仕
組
み
、
基
慌

財
政
お
よ
び
そ
れ
の
見
な
る
紛
争
解
決
の
引
細
み
に
お
け
る
分
配
、
裁
判
官
弁
護
士
の
数
、
質
、

費
用
、
法
律
媛
助
、
な
ら
び
に
同
家
法

を
利
用
す
る
費
用
と
そ
の
他
の
付
組
み
を
利
用
す
る
費
用
、
川
家
法
使
用
の
利
便
程
度
(
交
通
お
よ
び
通
信
を
含
む
)
、
使
川
者
の
収
入
水

準
な
ど
c

さ
ら
に
、
社
会
丈
化
的
、
民
族
的
背
慣
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
る
汁
ん
お
よ
び
流
行
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
と
の
要
ぷ
を
九
円
む
こ

と
も
あ
り
う
る
c

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
要
ぷ
は
、
個
々
の
具
体
的
事
案
に
お
い
て
詳
細
に
分
析
し
、
具
体
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

国
家
法
・
民
間
法
と
い
う
一
パ
的
枠
組
み
の
外
に
放
り
山
川
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
一
分
析
を
打
っ
た
後
、
は
じ
め
て
泊
切

に
拍
象
化
し
、
概
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

同
家
法
と
民
間
法
と
の
対
決
の
代
理
人

マ
ク
ロ
幽
か
ら
見
る
と
、
同
家
法
と
民
間
法
と
は
相
h
補
助
的
で
あ
り
、
且
連
動
的
で
あ
る
が
、
川
家
法
と
民
間
法
と
の
連
動
は
自
助
的

北法;)8(2印刷8閉



に
内
地
ル
沖
す
る
も
の
で
は
な
い
っ
日
ハ
体
的
に
み
る
と
、
ミ
ク
口
の
面
に
お
い
て
は
国
家
法
と
民
間
法
の
連
動
は
只
体
的
な
功
労
者
を
通
じ
て
打

わ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
法
学
研
先
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
局
一
川
は
国
家
法
、
民
間
法
の
け
町
面
の
変
化
を
宅
祭
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、

よ
り
重
要
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

こ
の
而
に
お
い
て
、
私
の
三
つ
の
お
も
な
研
究
は
以
卜
の
よ
う
な
初
歩
的
な
結
論
を
指
摘
し
て
い
る
ι

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

一
.
社
会
の
転
換
に
よ
り
現
代
巾
固
に
お
い
て
、
国
家
法
・
民
間
法
の
対
決
は
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
頻
繁
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

既
に
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
因
不
法
・
民
間
法
の
対
決
に
参
加
す
る
も
の
は
、
紛
争
の
当
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
と
き
に
は
国
家
法
を
代
表
す
る
紛
争
の
解
決
者

も
含
ま
れ
る
じ

三
国
家
法
と
民
間
法
と
が
完
全
致
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
必
然
的
に
い
く
つ
か
の
紛
争
解
決
の
川
能
策
が
導
き
出
さ
れ
る
つ

1

'

同

こ
れ
ら
の
ん
策
は
す
べ
て
の
対
決
者
に
対
し
て
異
な
る
潜
在
的
利
訴
お
よ
び
コ
ス
ト
を
ボ
す
コ

五
す
べ
て
の
刈
決
者
は
、
各
方
式
に
お
い
て
白
己
利
益
の
最
大
化
を
追
求
す
る
。

六
こ
の
白
己
利
益
の
最
大
化
の
過
程
は
国
家
法
と
民
間
法
が
紛
争
解
決
の
九
十
過
程
に
混
じ
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
導
く
c

紛
争

の
結
果
は
往
々
に
し
て
、
境
界
に
お
い
て
同
時
に
川
家
法
お
よ
び
民
間
法
を
内
構
築
す
る
わ
け
で
あ
る
。

七

こ
の
再
憐
築
は
個
々
の
宅
系
か
、
り
す
れ
ば
中
国
の
理
想
の
法
治
設
計
に
不
利
な
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
的
に
言
え
ば

中
国
法
治
形
成
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
法
治
の
?
V
幼
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
現
代
法
治
が
民
間
に
浸
透
す
る
基
本
形
式
と
最

も
有
効
な
形
式
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
制
度
創
造
の
叫
能
性
も
潜
在
的
に
存
存
し
て
い
る

f

卜
述
の
中
、
本
ψ
!
の
党
凡
と
一
六
円
え
る
の
は
、
紛
争
解
決
苫
の
こ
の
解
決
に
お
け
る
役
割
で
あ
る
。
今
ま
で
の
法
学
研
究
は
、

一
般
に
紛
争

解
決
者
を
仮
定
し
、

と
り
わ
け
裁
判
官
に
か
ん
し
て
一
戸
え
は
、
単
に
中
立
的
な
立
場
に
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
同
家
法
を
厳
情
的
に
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執
訂
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
法
の
代
理
人
で
あ
る
と
見
て
き
た
と
百
え
よ
う
。
私
の
併
究
で
は
、
少
な
く
と
も
中
国
某
礎
社
会
に
お
い
て

は
、
種
々
の
原
阿
に
よ
り
名
義
上
、
凶
家
法
代
科
人
で
あ
る
裁
判
官
お
よ
び
そ
の
他
の
紛
争
解
決
苫
も
国
家
法
・
只
同
法
対
決
に
お
け
る
枯

極
的
参
加
者
で
あ
る
c

彼
ら
は
特
定
の
具
体
的
次
元
の
種
々
の
什
会
的
制
約
を
、
つ
け
て
お
り
、
種
々
の
個
人
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
リ
的

に
各
種
の
策
略
を
も
っ
て
民
間
法
に
妥
協
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
白
ら
民
間
法
を
用
い
て
、
同
家
法
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
ι
従
ワ

て
、
国
家
法
と
民
間
法
の
対
決
は
、

M
に
方
の
他
方
に
対
す
る
対
決
で
は
な
く
、
他
右
の
方
に
対
す
る
対
決
で
も
あ
る
つ
私
の
研
究
は
、

こ
の
特
徴
が
巾
同
社
会
転
換
が
直
一
川
す
る
極
々
の
現
実
、
制
約
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
コ
同
法
制
度
の
レ
ベ
ル

か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
基
仮
裁
判
官
の
利
川
で
き
る
資
源
、

お
よ
び
実
用
土
義
の
追
求
に
併
援
な
関
係
を
狩
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
廿
柄
本
的

制
約
が
長
期
的
に
存
在
し
て
い
る
た
め
に
現
代
中
凶
に
お
い
て
凶
家
法
と
民
間
法
が
多
元
的
に
対
決
す
る
と
い
う
状
川
は
長
期
的
に
存
す
れ
す

る
で
あ
ろ
う
。

ノ、

同
家
法
・
民
間
法
共
存
状
態
に
対
す
る
再
反
省

実
際
に
は
、
相
互
補
助
で
あ
れ
、
連
動
で
あ
れ
、
対
決
で
あ
れ
、
さ
ら
に
一
汗
え
ば
こ
の
一
者
の
相
乗
で
あ
れ
、
そ
の
一
つ
の
制
点
か
ら
国

家
法
と
民
間
法
と
の
共
存
の
か
什
種
の
形
態
を
慨
括
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
詰
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
に
お
い
て
同
家
法

と
民
間
法
と
の
区
別
を
強
調
し
て
い
る
。
相
互
補
充
は
各
自
の
領
域
、
あ
る
い
は
各
肉
の
制
度
の
効
果
を
強
調
し
て
い
る
。
連
動
は
符
回
の

領
域
が
変
動
的
で
あ
り
、

一
万
が
弱
体
化
し
、

一
f
h
が
巨
大
化
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
c
い
刈
決
は
相
片
の
競
争
関
係
を
強
調
し
て
い
る
じ

し
か
し
、
両
者
が
あ
る
鋲
域
に
お
い
て
完
全
に
主
復
す
る
川
能
性
も
ん
什
す
し
て
い
る
υ
η

人
を
殺
せ
ば
命
を
も
っ
て
償
い
、
川
川
金
す
れ
ば
返

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
~
こ
れ
は
中
同
社
会
に
お
い
て
、

さ
ら
に
一
円
え
は
す
べ
て
の
社
会
に
お
い
て
も
民
間
法
が
長
期
的
に
存
在
し
て
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お
り
、
各
種
民
間
制
裁
の
仕
組
み

(
家
厄
、
家
校
、
社
会
世
論
、
自
力
救
済
、
椋
道
の
社
会
)

の
支
持
と
強
制
執
行
を
獲
得
し
て
い
る
υ

し

か
し
、
た
と
え
あ
る
国
家
が
か
人
を
殺
せ
ば
命
を
も
っ
て
償
い
ん
と
い
う
原
則
に
修
正
を
加
え
た
と
し
て
も
、
現
代
社
会
の
巾
の
国
家
法
は

実
質
的
に
こ
の
二
つ
を
遵
守
し
て
い
る
。
従
一
口
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
つ
の
原
則
が
及
ぶ
一
部
の
問
題
に
お
い
て
元
日
上
国
家
法
と
民
間

法
は
重
な
る
の
で
あ
る
じ
こ
の
重
複
は
社
会
に
お
け
る
川
家
法
と
民
同
法
の
社
会
規
範
と
し
て
の
力
を
強
化
し
て
お
り
、
巾
然
の
こ
と
と
し

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

て、

η

自
然
法
。

に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
両
者
が
重
複
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
互
補
強
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
あ
る
コ

ρ

人
を
殺
せ
ば
命
で
償
う
ん
(
民
間
法
)
と
、
N
U

化

川
排
除
、
人
権
保
臨
ん
(
部
の
岡
山
本
の
実
定
法
)

と
の
衝
突
を
考
え
て
み
よ
う
。
両
者
の
お
の
お
の
が
白
己
の
独
占
権
の
キ
張
を
図
ろ
う

と
す
る
場
台
に
は
、
両
者
の
衝
突
が
牛
じ
る
じ
か
っ
、
川
門
家
法
は
因
説
機
闘
に
よ
る
強
制
力
お
よ
び
現
代
法
治
、
法
制
統
と
い
っ
た
よ
う

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
持
を
右
し
て
い
る
敢
に
、
実
際
に
は
同
家
法
が
徐
々
に
民
間
法
が
発
障
で
き
る
役
割
の
雫
闘
を
正
縮
し
て
き
た
υ

し

か
し
、
た
と
え
同
家
法
が
こ
の
領
域
に
お
け
る
同
法
制
度
の
遥
川
に
お
い
て
独
占
的
な
も
の
と
し
て
形
成
き
れ
た
と
し
て
も
、

R
同
法
の
役

訓
が
実
際
に
発
揮
で
き
る
空
間
を
汁
縮
し
た
に
す
ぎ
ず
、
民
間
法
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
民
間
法
は
、
民
間
の
法

律
す
忠
誠
、
換
言
す
れ
ば
反
法
治
の
意
識
ま
た
は
法
育
の
力
と
し
て
、
依
扶
、
そ
の
役
ー
剖
を
有
し
て
い
る
仁
国
家
法
は
、
バ
以
人
ρ

に
対
処
す
る

際
に
、
こ
れ
ら
の
民
間
法
を
堅
守
す
る

ρ

法
右
ん
に
対
処
す
べ
き
こ
と
が
迫
ら
れ
る
。
ま
た
、

い
っ
た
ん
同
家
法
が
一
定
の
方
式
に
お
い
て

力
量
不
川
止
が
表
向
し
た
際
に
は
、
只
同
法
は
反
撃
を
発
助
し
、
同
部
の
勝
利
(
国
家
法
の
改
訂
)
を
収
め
る
こ
と
が
あ
る
υ

場
合
に
よ
っ
て
、

徹
底
的
な
勝
利
を
収
め
る
こ
と
も
あ
る

(
白
身
を
凶
家
法
に
変
身
さ
せ
る
)
。

一
定
の
状
川
の
も
と
で
は
、
国
家
法
は
政
治
的
法
治
的
な
イ
テ
オ
ロ
ギ

l
の
而
に
お
い
て
、
天
下
を
統
一
し
た
と
立
言
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
実
践
に
お
い
て
国
家
法
は

η

限
大
阪
小
ρ

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
民
間
法
が
独
占
し
て
い
る
領
地
に
お
い
て
傾
断
す
る
際
に

パ
H
を
つ
む
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
制
度
卜
か
ら
取
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。

H

訴
え
ず
は
受
理
せ
ず
ん
は
そ
の
典
型
的
な
制
度
措
情
で
あ
る
ロ
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し
か
し
、
こ
れ
も
国
家
法
が
制
度
的
に
自
分
の
管
職
地
を
選
別
し
、
自
分
の
権
力
の
境
界
を
西
山

L
、
効
T
l
的
に
白
己
の
政
治
的
法
律
資
源

を
利
川
き
せ
る
惜
置
で
あ
る
。

仮
に
こ
の
よ
う
に
国
家
法
ー
と
民
間
法
ー
と
の
関
係
を
考
察
す
れ
ば
、
我
々
は
お
お
よ
そ
次
の
結
論
に
亘
る
。

第
に
、
民
間
法
は
背
遍
的
で
あ
り
、
川
門
家
法
は
往
々
に
し
て
後
か
ら
取
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ι

第
一
に
、
こ
の
意
義
に
お
い
て
、

か
つ
法
治
、
土
義
の
角
度
で
は
な
く
社
会
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
民
同
法
は
同
家
法
よ
り
社
会
の
秩
呼
お
よ

ぴ
有
効
の
治
理
に
よ
り
重
要
で
あ
る
c

た
と
え
民
間
法
が
国
家
法
ほ
と
有
効
で
は
な
い
と
し
て
も
コ

第
二
に
、
各
管
特
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
多
く
の
領
域
に
お
い
て
は
凶
家
法
、
民
間
法
が
共
同
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
共
同
信
用
の
方
式
は
二
種
類
の
物
川
崎
的
制
裁
力
の
総
合
え
持
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
限
切
ム
門
に
よ
っ
て
は
二
種
類
の

f
デ

オ
ロ
ギ
l
の
相
-
与
の
支
持
に
な
り
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
一
種
類
の
制
裁
力
と
、
も
う
積
類
と
の
総
合
支
持
に
も
な
り
う
る
。

第
立
に
、
共
同
笹
川
叫
の
方
式
は
往
々
に
し
て
同
家
法
の
原
則
と
民
間
法
の
制
部
に
よ
る
支
持
に
よ
る
υ

第
六
に
、
民
間
法
ー
と
凶
一
家
法
は
完
全
に
融
台
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
域
合
、
形
式
上
の
民
間
法
は
消
去
さ
れ
た
と
観
る
こ
と
が
で

き
る
仁第

七
に
、
民
間
法
と
同
家
法
と
の
共
有
状
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
次
五
に
お
け
る
物
理
条
件
お
よ
び
社
会
条
件
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
従
っ

て
、
ひ
と
つ
の
同
定
化
し
た
糾
想
状
態
な
と
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。

第
八
に
、
す
べ
て
の
凶
家
の
国
家
法
は
い
く
つ
か
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
、
さ
ら
に
多
く
の
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
安
定
的
か

つ
手
続
的
な
仕
組
み
を
も
っ
て
い
る
仁
国
手
法
の
白
己
効
ム
十
(
ム
門
法
牲
を
八
円
む
)

の
追
求
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
ぷ
の
う
ち
に
自
己

の
山
視
界
を
向
定
す
る
こ
と
に
ふ
土
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
結
論
は
、
た
と
え
ア
プ
ロ
ー
チ
が
異
な
る
と
し
て
も
、
事
実
上
近
年
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
関
辿
す
る
社
会
規
範
の
研
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究
の
結
論
と
一
致
し
て
い
る
つ

じ

同
家
法
・
民
間
法
研
究
の
影
響
と
問
題

巾回における「生けるば」と「司法」を通しての注形成の可能件

同
家
法
・
民
間
法
研
究
の
学
術

E
義
は
、
況
代
中
国
に
お
い
て
十
分
な
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
有
力
に
推
進
す
る

研
究
を
得
て
い
な
い
コ
そ
の
、
土
な
原
阿
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
国
家
法
の
実
現
に
よ
り
法
治
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
迷
信
、
民

同
法
の
具
、
体
的
実
証
研
究
白
体
の
欠
如
、
法
学
界
に
お
け
る
社
会
科
学
方
法
と
忠
孝
の
欠
乏
、
学
凶
作
知
識
の
老
化
、

H

コ
ス
ト
の
沈
肴
ヘ
山
一
寸
J

術
批
一
坪
と
競
争
の
不
い
止
な
ど
で
あ
る

f

し
か
し
、
国
家
法
・
民
間
法
の
研
究
は
実
質
卜
、
法
学
理
論
の
研
究
領
域
を
す
で
に
大
き
く
間
指
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、

一
九
八

O
年
か

ら
一
九
九

0
年
代
の
巾
凶
王
流
の
研
究
の
某
礎
を
夜
し
て
お
り
、
法
学
?
父
美
学
科
、
と
り
わ
け
社
会
科
学
の
姿
ぶ
に
対
し
て
、
法
学
術
究
が

限
を
向
け
る
べ
き
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
法
学
ー
と
経
済
リ
半
、
社
会
学
、
人
額

F

ヂ
の
研
究
成
果
を
つ
な
ぎ
始
め
た
c

新
世
代
の
法
律
学
者
は
と

り
わ
け
用
論
法
学
界
に
お
い
て
、

よ
り
多
く
の
社
会
科
学
的
、
実
祉
的
か
つ
経
験
的
研
究
を
追
求
し
始
め
た
仁
今
後
一
口
年
以
内
に
、
中
国

の
法
学
研
究
は
瑚
論
レ
ベ
ル
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
転
出
択
を
迎
え
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
υ

こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

た
と
え
現
代
中
凶
の
氏
同
法
研
先
が
過
去

O
年
に
お
い
て
大
き
な
進
展
を
成
し
遂
げ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
白
身
の
存
在
は
全
く
不

l
分
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
た
め
、

そ
の
影
響
力
は
不
日
比
し
て
い
る
と
い
う
こ
l

乙
で
あ
る
。

第
に
、
多
く
の
こ
の
樟
の
研
究
に
は
、
空
慮
な
月
八
一
同
概
念
と
一
般
的
資
料
収
集
が
多
す
ぎ
、

し
っ
か
り
し
た
実
証
研
究
と
紋
密
な
分
析

が
欠
け
て
い
る
。
あ
る
秤
度
に
お
い
て
、
民
間
法
の
研
究
は
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
宣
伝
に
な
り
、
ま
た
は
な
り
え
て
い
る
つ
し
か
し
、

学
術
に
は
転
化
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
は
あ
ま
り
多
く
の
学
術
の
推
進
力
は
な
い
。
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第
一
一
に
、
現
代
社
会
科
学
の
理
論
の
指
導
性
が
欠
乏
し
て
お
り
、
多
く
の
研
究
者
は
数

l
作
川
の
慣
習
法
或
い
は
か
生
け
る
法
H

の
理
論

に
依
拠
し
て
お
り
、
県
論
上
の
慨
括
お
よ
び
打
率
は
存
在
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
民
間
法
の
研
究
へ
の
注
は
は
、
往
々
に
し
て
そ
の
中
の
実
定
的
規
則
に
刻
す
る
興
味
に
限
ー
江
き
れ
て
お
り
、
反
而
、
そ
の
構
成

の
川
尻
則
、
秩
序
性
規
則
、

お
よ
び
救
済
規
則
に
つ
い
て
関
心
を
む
け
て
お
ら
ず
、
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
じ

第
四
に
、
現
代
法
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
依
扶
d

と
し
て
強
烈
に
存
在
し
て
お
り
、
同
家
法
は
依
然
と
し
て
疑
い
も
な
く
そ
の
正
当
件
を
有
し

て
い
る
コ
対
民
間
法
の
承
認
は
往
々
に
し
て
種
の
如
何
と
も
し
が
た
い
示
認
と
し
て
、

積
の
妥
協
と
み
な
き
れ
て
い
る
コ
只
同
法
の
制

区
ー
と
し
て
の
正
当
性
が
締
?
げ
一
き
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
社
会
に
対
す
る
機
能
お
よ
び
制
度
創
造
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
新
た
に
理
解
さ
れ
ず
、
比

進
さ
れ
て
い
な
い
じ
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