
﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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木
下　

慎
梧

緒
言

清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
手
続
は
︑
原
則
と
し
て
訴
え
事
を
有
す
る
人
々
が
州
県
の
よ
う
な
地
方
官
庁
へ
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
︒
そ
う
し
た
訴
状
を
受
け
付
け
る
作
業
を
﹁
収
呈
（
1
）﹂
な
ど
と
呼
び
︑
そ
の
後
当
該
官
庁
の
長
官
や
幕
友
が
訴
状
の
内
容
を
検
討

し
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
か
否
か
と
い
っ
た
判
断
お
よ
び
そ
の
理
由
を
批
（
2
）と
し
て
当
該
訴
状
の
末
尾
に
記
す
と
い
う
の
が
︑
訴
え
が
法
廷

に
係
属
す
る
一
般
的
な
流
れ
で
あ
る
︒

従
来
︑
こ
う
し
た
訴
訟
係
属
手
続
で
は
︑
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
対
し
て
︑
そ
の
末
尾
の
空
欄
に
訴
え
を
取
り
上
げ
る
と
す
る 

﹁
准
（
3
）﹂

（
あ
る
い
は
﹁
立
案
﹂
）
と
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
﹁
不
准
﹂（
あ
る
い
は
﹁
駁
﹂
や
﹁
立
案
不
行
﹂
）
と
い
う
大
き
く
二
種
類

に
分
か
れ
る
判
断
が
批
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
訴
訟
が
係
属
す
る
か
否
か
が
分
か
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
︒

例
え
ば
︑
官
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
訴
え
を
﹁
准
﹂
と
し
あ
る
い
は
﹁
不
准
﹂
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
戴
炎
輝
氏
は
清
代
中
国
に
お

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―

　

清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
判
断
の
様
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い
て
官
は
訴
訟
を
受
理
（
4
）す
る
の
が
当
然
で
あ
り
︑
受
理
し
な
い
と
の
判
断
に
は
特
別
の
理
由
が
必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
5
）︒
一
方
で
︑

滋
賀
秀
三
氏
は
訴
え
の
受
理
判
断
が
官
の
自
由
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
る
（
6
）︒
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
見
解
は
︑
い
ず
れ
も
訴
え

を
﹁
受
理
﹂
す
る
か
否
か
と
い
う
二
者
択
一
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
述
べ
て
お
り
︑
次
に
掲
げ
る
﹃
大
清
律
例
﹄
の
規

定
と
も
符
合
す
る
︒

︻
刑
律
・
訴
訟
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
︼

お
よ
そ
謀
反
・
叛
逆
を
訴
え
︑
官
司
が
直
ち
に
受
理
し
て
（
差
役
を
派
遣
し
て
（
7
））
捕
縛
し
な
か
っ
た
場
合
は
︑（
失
態
が
な
か
っ
た

と
し
て
も
）
杖
一
百
徒
三
年
に
処
す
る
︒（
受
理
し
て
捕
縛
し
な
か
っ
た
こ
と
で
）
人
数
を
集
め
て
乱
を
起
こ
し
︑
あ
る
い
は
都
市

が
陥
落
し
︑
お
よ
び
民
間
人
か
ら
﹇
財
物
を
﹈
奪
い
取
る
に
至
っ
た
場
合
は
︑（
官
員
は
）
斬
監
候
に
処
す
る
︒
も
し
悪
逆
︙
︙
を

訴
え
て
そ
れ
を
受
理
し
な
か
っ
た
場
合
は
︑
杖
一
百
に
処
す
る
︒
殺
人
お
よ
び
強
盗
の
訴
え
を
受
理
し
な
か
っ
た
場
合
は
︑
杖
八
十

に
処
す
る
︒
闘
殴
・
婚
姻
・
田
宅
な
ど
の
紛
争
を
受
理
し
な
い
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
犯
人
の
罪
か
ら
一
等
減
じ
た
刑
に
処
す
が
︑

罪
は
杖
八
十
ま
で
に
止
め
る
︒
︙
︙

︹
凡
告
謀
反
・
叛
逆
︑
官
司
不
即
受
理
（
差
人
）
掩
捕
者
︑（
雖
不
失
事
）
杖
一
百
徒
三
年
︒（
因
不
受
理
掩
捕
）
以
致
聚
衆
作
乱
︑

或
攻
陥
城
池
及
劫
掠
民
人
者
︑（
官
坐
）
斬
（
監
候
）︒
若
告
悪
逆
︙
︙
不
受
理
者
︑
杖
一
百
︒
告
殺
人
及
強
盗
不
受
理
者
︑
杖
八

十
︒
闘
殴
・
婚
姻
・
田
宅
等
事
不
受
理
者
︑
各
減
犯
人
罪
二
等
︑
並
罪
止
杖
八
十
︒
︙
︙
︺

︻
刑
律
・
訴
訟
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
例
一
︼
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毎
年
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
〇
日
の
農
繁
期
に
は
︑
一
切
の
民
間
の
訴
え
は
謀
反
・
叛
逆
・
盗
賊
・
人
命
お
よ
び
不
正
な
利
益
を
得

て
法
を
犯
す
な
ど
の
情
状
の
重
い
場
合
や
︑
よ
か
ら
ぬ
牙
行
や
商
店
が
客
の
貨
物
を
騙
し
て
奪
い
︑
確
か
な
根
拠
が
あ
れ
ば
通
常
通

り
受
理
す
る
他
︑
あ
ら
ゆ
る
戸
婚
・
田
土
な
ど
の
細
事
に
つ
い
て
は
一
律
に
受
理
を
認
め
ず
︑
八
月
一
日
以
降
に
初
め
て
審
理
す
る

こ
と
を
許
す
︒
も
し
農
繁
期
内
に
細
事
を
受
理
し
た
場
合
は
︑
管
轄
の
督
撫
が
﹇
訴
え
を
受
理
し
た
地
方
官
の
﹈
名
前
を
特
定
し
て

弾
劾
す
る
︒

︹
毎
年
自
四
月
初
一
日
至
七
月
三
十
日
時
正
農
忙
︑
一
切
民
詞
︑
除
謀
反
・
叛
逆
・
盗
賊
・
人
命
及
貪
贓
壊
法
等
重
情
︑
並
姦
牙
鋪

戸
・
騙
劫
客
貨
︑
査
有
確
拠
者
︑
倶
照
常
受
理
外
︑
其
一
応
戸
婚
・
田
土
等
細
事
︑
一
概
不
准
受
理
︑
自
八
月
初
一
日
以
後
方
許
聴

断
︒
若
農
忙
期
内
受
理
細
事
者
︑
該
督
撫
指
名
題
参
︒︺

こ
の
よ
う
に
︑
律
例
で
は
︑
訴
状
を
﹁
受
理
﹂
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
種
類
の
判
断
類
型
が
整
然
と
存
在
す
る
か
の
如
く
規
定
さ
れ

て
お
り
︑
こ
の
点
は
官
箴
書
な
ど
の
記
載
で
も
大
き
な
差
異
は
な
い
（
8
）︒

し
か
し
な
が
ら
︑
当
時
の
公
文
書
で
あ
る
檔
案
や
地
方
官
（
お
よ
び
そ
の
経
験
者
）
の
著
作
を
見
る
と
︑
人
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
状

に
対
す
る
批
に
お
い
て
︑
こ
う
し
た
単
純
な
二
分
法
的
表
現
は
乏
し
い
︒
滋
賀
氏
を
始
め
と
す
る
先
行
研
究
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
︑

訴
え
を
取
り
上
げ
る
場
合
︑
そ
の
多
く
が
﹁
差
役
を
派
遣
す
る
﹂・﹁
関
係
者
を
召
喚
す
る
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
︑﹁
准
﹂
と
い
う
語
は
ほ

と
ん
ど
現
れ
な
い
︒
ま
た
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
場
合
に
も
︑﹁
軽
率
に
訴
訟
を
起
こ
す
な
﹂・﹁
実
際
に
は
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
の
と
は

別
の
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
﹂・﹁
訴
状
に
明
確
な
記
述
が
な
い
﹂・﹁
訴
状
の
内
容
は
で
た
ら
め
至
極
で
あ
る
﹂・﹁
親
族
や
在
地
の
者
に
調

停
し
て
も
ら
う
よ
う
に
﹂
と
い
っ
た
趣
旨
の
文
言
が
並
ぶ
こ
と
が
多
い
（
9
）︒
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
言
葉
の
末
尾
に
﹁
不
准
﹂
と
記
載

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
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判
断
の
様
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さ
れ
る
が
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
さ
れ
た
全
て
の
訴
状
の
批
に
こ
の
二
文
字
が
記
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
律
例
の

規
定
と
は
異
な
り
︑
実
務
運
用
上
︑
官
に
よ
る
訴
訟
係
属
判
断
で
は
︑
明
確
に
﹁
准
﹂
や
﹁
不
准
﹂
と
表
示
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
︑

批
の
内
容
が
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
の
か
︑
一
見
し
た
だ
け
で
は
判
別
し
難
い
場
合
が
存
在
す
る
（
10
）︒

こ
の
点
に
関
し
て
︑
近
年
夫
馬
進
氏
は
同
治
年
間
の
四
川
省
巴
県
の
檔
案
を
分
析
し
︑
係
属
判
断
に
お
い
て
﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
み

な
ら
ず
︑﹁
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
受
理
し
て
い
な
い
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁
未
准
﹂
と
い
う
判
断
領
域
が
存
在
し
て
い
た
と
主
張
し
た
︒
そ

し
て
そ
の
具
体
的
様
態
と
し
て
︑
夫
馬
氏
は
最
初
に
原
告
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
対
す
る
官
の
対
応
か
ら
︑
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
︒

一
点
目
は
︑
最
初
の
訴
状
に
対
す
る
批
の
内
容
が
﹁
何
度
も
﹇
お
上
を
﹈
煩
わ
せ
る
な
︹
毋
庸
多
瀆
︺﹂
な
ど
の
受
理
し
な
い
旨
を
間

接
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
︑
こ
う
し
た
表
現
に
加
え
て
﹁
不
准
﹂
の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
で
は
︑
そ
の
後
の
手

続
の
進
行
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
前
者
で
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
時
点
に
お
け
る
暫
定
的
な
判
断
が
示

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
︑
将
来
的
な
同
一
原
告
に
よ
る
同
一
案
件
の
訴
え
が
再
度
受
理
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対

し
︑
後
者
で
は
同
一
人
物
が
こ
の
案
件
を
再
度
訴
え
て
も
︑
ほ
ぼ
受
理
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
当
時
の
巴
県
の
人
々
は
前

者
の
状
態
を
﹁
未
准
﹂
と
呼
ん
で
い
た
と
す
る
（
11
）︒

二
点
目
は
︑
訴
え
に
対
し
て
︑
訴
訟
当
事
者
の
保
証
人
・
仲
介
人
・
親
族
・
近
隣
住
民
と
い
っ
た
在
地
の
人
々
に
調
停
を
命
じ
る
批
が

下
さ
れ
た
場
合
︑
こ
れ
は
明
確
な
﹁
准
﹂
と
は
見
做
さ
れ
ず
︑
験
屍
の
た
め
に
仵
作
を
派
遣
し
た
り
関
係
者
を
召
喚
し
た
り
す
る
と
い
っ

た
官
に
よ
る
権
力
の
明
確
な
行
使
が
批
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
初
め
て
確
定
的
な
﹁
准
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
そ

し
て
当
時
の
巴
県
の
人
々
は
︑
こ
う
し
た
在
地
調
停
を
命
じ
る
批
が
下
さ
れ
た
状
態
も
﹁
未
准
﹂
と
認
識
し
て
い
た
と
す
る
（
12
）︒

ま
た
︑﹁
未
准
﹂
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
き
︑
夫
馬
氏
は
﹃
大
清
律
例
﹄
中
の
正
当
な
理
由
な
く
訴
状
を
﹁
不
受
理
﹂
と
し
た
官
員
の
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処
罰
を
規
定
し
た
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
の
存
在
を
挙
げ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
当
該
規
定
が
地
方
官
に
対
し
て
訴
え
を
取
り
上
げ
る
よ
う
圧
力

と
し
て
働
く
一
方
で
︑
現
実
問
題
と
し
て
全
て
の
訴
え
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
矛
盾
が
生
じ
︑
そ
の
弥
縫
策
と
し
て
﹁
未

准
﹂
と
い
う
類
型
が
生
ま
れ
た
（﹁
未
准
﹂
で
あ
れ
ば
そ
の
時
点
で
受
理
し
て
い
な
い
だ
け
あ
り
︑
不
受
理
と
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
の
罰
則
を
逃
れ
ら
れ
た
）
と
す
る
（
13
）︒

以
上
の
夫
馬
氏
の
見
解
は
︑
訴
訟
係
属
判
断
に
お
け
る
二
分
説
と
も
言
え
る
従
来
説
を
否
定
し
た
︑
言
わ
ば
三
分
説
と
で
も
言
う
べ
き

新
説
で
あ
り
︑
律
例
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
手
続
の
実
務
運
用
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
大
き
な
意
義
を
有

す
る
︒

し
か
し
同
時
に
︑
未
解
明
の
点
や
疑
問
点
も
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑
巴
県
で
見
ら
れ
た
訴
訟
係
属
手
続
の
運
用
や
﹁
不
准
﹂・﹁
未
准
﹂

の
用
語
法
は
︑
他
の
地
域
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
確
か
に

当
該
規
定
は
訴
訟
の
﹁
准
﹂・﹁
不
准
﹂
と
い
う
訴
訟
係
属
判
断
の
手
続
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
規
定
で
あ
る
が
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑

こ
の
規
定
が
清
代
の
地
方
官
に
対
し
て
訴
訟
を
取
り
上
げ
さ
せ
る
強
い
圧
力
と
な
っ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
（
14
）︒

加
え
て
︑
そ
も
そ
も
清
代
中
国
の
訴
訟
係
属
判
断
に
は
ど
の
よ
う
な
類
型
が
存
在
し
︑
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と

い
う
点
自
体
も
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
訴
状
の
提
出
に
対
す
る
地
方
官
の
訴
訟
係
属
判
断
の
様
態
を
︑
批
の
内
容
か
ら
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
も
の
︑

官
と
し
て
の
権
力
の
行
使
を
宣
言
す
る
も
の
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
も
の
に
大
別
し
︑
実
務
運
用
の
実
態
と
背
景
を
明
ら
か
に

す
る
︒

第
一
章
で
は
︑
淡
新
檔
案
や
地
方
官
の
著
作
を
用
い
て
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
批
の
意
義
と
﹁
不
准
﹂・﹁
未
准
﹂
の
用
語
法

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
第
二
章
で
は
︑
地
方
官
の
著
作
か
ら
︑
一
般
的
に
﹁
准
﹂
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
︑
官
の
権
力
行
使
を
宣
言
す
る

批
の
意
義
と
そ
れ
に
対
す
る
地
方
官
の
認
識
を
検
討
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
か
否
か
が
曖
昧
で
︑﹁
准
﹂
と
﹁
不

准
﹂
の
ど
ち
ら
な
の
か
が
一
見
し
た
だ
け
は
判
断
し
難
い
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
に
つ
き
︑
事
例
に
分
け
て
具
体
的
な
意
義
を

考
察
す
る
︒
第
四
章
で
は
︑
地
方
官
の
著
作
か
ら
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
と
い
う
曖
昧
な
内
容
の
批
が
下
さ
れ
た
背
景
を
解
明

す
る
︒

史
料
と
し
て
は
︑
夫
馬
氏
が
使
用
し
た
同
治
期
の
﹁
巴
県
檔
案
﹂
と
時
期
的
に
比
較
対
照
す
る
価
値
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
︑
同
治
・
光
緒
期
の
台
湾
淡
水
庁
・
新
竹
県
の
﹁
淡
新
檔
案
﹂
に
収
録
さ
れ
た
案
件
を
多
く
取
り
上
げ
る
︒

第
一
章　

訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
批

本
章
で
は
︑
巴
県
で
見
ら
れ
た
実
務
と
の
対
比
上
︑
最
初
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
対
す
る
批
の
意
義
お
よ
び
﹁
不
准
﹂・﹁
未
准
﹂
と
い

う
語
の
用
例
を
考
察
す
る
︒

第
一
節　

訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
事
例

本
節
で
は
︑
最
初
の
訴
状
に
対
す
る
批
で
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
官
の
意
思
が
明
確
に
分
か
る
事
例
を
二
つ
に
区
分
し
た
上

で
検
討
を
行
う
︒
な
お
︑
叙
述
の
関
係
上
︑
一
部
の
史
料
は
第
二
節
で
の
考
察
に
も
用
い
る
︒

ま
ず
一
番
目
の
類
型
で
は
︑
明
確
に
﹁
不
准
﹂
と
い
う
文
言
の
あ
る
批
は
下
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
後
で
官
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
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れ
た
事
例
を
紹
介
す
る
︒

一
︑﹁
最
初
の
訴
状
の
批
に
﹁
不
准
﹂
の
文
言
が
な
い
場
合
﹂

︻
二
二
二
一
八
（
15
）︼

こ
の
案
件
は
︑
徐
熙
拱
が
︑
貸
し
出
し
た
農
地
の
小
作
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

知
県
方
祖
蔭
は
︑
光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
三
月
二
五
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
に
対
し
て
﹁
ま
だ
言
及
が
な
く
︑
こ
れ
を
拠

り
所
と
し
て
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︹
未
拠
声
叙
︑
無
憑
核
辦
︺﹂
と
述
べ
（
16
）︑
事
実
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
﹁
不
准
﹂

と
い
う
文
言
を
付
け
ず
に
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
同
年
四
月
二
六
日
に
提
出
し
た
訴
状
の
批
で
﹁
実
に
信
用
し
難
い
︒
取

り
敢
え
ず
差
役
に
命
じ
て
調
査
報
告
さ
せ
決
定
を
下
す
の
を
待
て
︹
殊
難
深
信
︒
姑
候
飭
差
査
明
覆
奪
︺﹂
と
述
べ
︑
訴
状
の
内
容
自
体

に
は
不
信
感
を
抱
き
つ
つ
も
︑
差
役
を
派
遣
す
る
と
し
て
い
る
（
17
）︒

︻
二
二
四
三
五
︼

こ
の
案
件
は
︑
黄
双
慶
が
小
作
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
閏
四
月
一
八
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
で
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
ま
だ
一
つ
一
つ
﹇
事
情
を
詳
し
く
﹈

言
及
し
て
お
ら
ず
︑
実
に
い
い
加
減
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
調
べ
を
付
け
難
い
︒
自
分
で
処
理
せ
よ
︹
未
拠
一
一
声
明
︑
殊
属
含
混
︒
礙
難

核
辦
︒
著
自
行
理
処
︺﹂
と
述
べ
︑
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
不
准
﹂
の
文
言
を
使
用
せ
ず
に
訴
え
を

取
り
上
げ
な
い
判
断
を
下
し
た
（
18
）︒
黄
双
慶
は
五
月
二
三
日
に
再
度
訴
状
を
提
出
し
た
も
の
の
︑
や
は
り
﹁
今
回
の
訴
状
も
な
お
逐
一
﹇
細

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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か
な
事
情
に
﹈
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
調
べ
を
付
け
難
い
︹
現
呈
仍
未
拠
逐
一
声
明
︑
礙
難
核
辦
︺﹂
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ず
（
19
）︑
六
月
二

三
日
に
提
出
し
た
訴
状
で
も
﹁
先
後
し
て
訴
え
の
内
容
が
で
た
ら
め
で
あ
り
︑
明
ら
か
に
別
の
理
由
が
あ
る
︒
不
准
と
す
る
︹
先
後
詞
意

含
混
︑
顕
有
別
故
︒
不
准
︺﹂
と
し
て
︑
よ
り
厳
し
い
批
示
が
下
さ
れ
た
（
20
）︒
し
か
し
八
月
二
八
日
の
訴
状
で
よ
う
や
く
﹁
差
役
を
派
遣
し

て
族
長
黄
南
球
等
を
迎
え
公
平
に
調
停
し
和
解
さ
せ
る
よ
う
命
じ
る
の
を
待
て
︹
候
飭
差
邀
同
該
族
長
黄
南
球
等
秉
公
理
処
息
事
︺﹂
と

の
批
が
下
さ
れ
た
（
21
）︒

︻
二
二
五
二
〇
︼

こ
の
案
件
は
︑
呉
生
が
借
金
の
返
済
と
被
告
側
に
占
拠
さ
れ
た
農
地
の
返
還
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
一
〇
月
（
日
付
は
不
明
）
に
提
出
し
た
最
初
の
訴
状
で
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
何
年
も
昔
の
債
務
で
確
証
が

全
く
な
く
︑
准
理
し
難
い
︹
多
年
債
項
︑
無
甚
確
憑
︑
礙
難
准
理
︺﹂
と
批
示
し
︑﹁
不
准
﹂
と
い
う
文
言
は
使
用
し
て
い
な
い
も
の
の
訴

え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
22
）︒
そ
し
て
一
〇
月
二
八
日
に
提
出
し
た
二
回
目
の
訴
状
で
は
︑﹁
紅
契
は
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
が
︑

別
に
立
て
て
い
た
契
約
は
な
く
︑
訴
え
に
照
ら
し
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
︹
雖
有
紅
契
付
執
︑
并
無
另
立
字
拠
︑
礙
難
照
追
︺﹂

と
の
批
が
下
さ
れ
︑
や
は
り
訴
え
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
（
23
）︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
後
一
一
月
二
三
日
に
提
出
し
た
訴
状
で
︑
よ
う

や
く
﹁
一
・
二
回
訴
状
を
提
出
し
て
い
る
の
で
︑
取
り
敢
え
ず
﹁
准
﹂
と
し
て
差
役
に
命
じ
て
調
査
・
処
理
さ
せ
る
の
を
待
て
︹
即
拠
一

再
具
呈
︑
姑
准
飭
差
査
理
︺﹂
と
の
批
を
得
た
（
24
）︒

︻
二
二
五
二
七
︼
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こ
の
案
件
は
︑
被
告
鄭
逢
源
等
の
一
団
が
土
地
の
境
界
線
を
越
え
て
侵
入
し
︑
自
身
の
農
地
が
占
拠
さ
れ
た
と
し
て
︑
李
陵
茂
が
訴
え

た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
五
（
一
八
八
九
）
年
三
月
二
四
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
で
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
俄
か
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い

︹
毋
得
遽
興
訟
端
︺﹂
と
批
示
し
︑﹁
不
准
﹂
の
語
は
用
い
な
か
っ
た
も
の
の
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
25
）︒

そ
し
て
三
月
二
八
日
に
提
出
し
た
二
回
目
の
訴
状
で
﹁
取
り
敢
え
ず
差
役
を
派
遣
し
て
調
査
処
理
し
報
告
さ
せ
る
の
を
待
て
︹
姑
候
飭

差
査
理
復
奪
︺﹂
と
の
批
示
を
得
た
（
26
）︒

以
上
の
案
件
か
ら
は
︑
い
ず
れ
も
最
初
の
訴
状
に
対
し
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
旨
が
﹁
不
准
﹂
の
語
を
含
ま
な
い
批
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
︑
い
ず
れ
も
後
日
の
再
訴
で
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
︑
こ
う
し
た
批
が
下
さ

れ
た
場
合
で
の
訴
訟
係
属
手
続
の
運
用
に
︑
巴
県
と
異
な
る
点
は
見
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
︒

な
お
︑
批
以
外
に
も
目
を
向
け
る
と
︑︻
二
二
四
三
五
︼
で
は
八
月
二
八
日
の
訴
状
で
黄
双
慶
が
前
回
六
月
二
三
日
の
訴
状
に
つ
い
て

﹁
未
准
﹂
で
は
な
く
﹁
不
准
﹂
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︻
二
二
五
二
〇
︼
で
は
︑
紹
介
し
た
二
つ
の
訴
状
に

つ
き
︑
原
史
料
の
欄
外
に
﹁
未
准
﹂
と
い
う
文
字
が
小
さ
く
記
入
さ
れ
て
お
り
︑
加
え
て
︻
二
二
五
二
七
︼
で
も
同
じ
く
原
史
料
の
欄
外

に
﹁
未
准
﹂
の
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
︑
論
述
の
都
合
上
︑
第

二
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
︒

次
の
類
型
で
は
︑
最
初
の
訴
状
の
批
に
﹁
不
准
﹂
の
文
言
が
入
っ
て
い
な
が
ら
後
に
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
る
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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二
︑﹁
最
初
の
訴
状
の
批
に
﹁
不
准
﹂
の
文
言
が
あ
る
事
例
﹂

︻
二
二
五
一
九
︼

こ
の
案
件
は
︑
劉
合
が
土
地
お
よ
び
地
代
の
紛
争
を
知
県
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
七
月
二
日
の
最
初
の
訴
状
に
対
し
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
こ
の
中
に
恐
ら
く
別
の
事
情
が
あ
る
︒
不
准
と
す

る
︒
添
付
資
料
も
閲
覧
し
な
い
︹
此
中
恐
有
別
情
︒
不
准
︒
粘
件
不
閲
︺﹂
と
の
批
示
で
結
ば
れ
て
い
る
（
27
）︒
こ
れ
に
対
し
︑
劉
合
は
同
月

一
八
日
に
再
度
訴
状
を
提
出
し
︑
前
回
の
訴
状
で
﹁
不
准
﹂
と
な
っ
た
こ
と
を
恃
み
に
被
告
が
係
争
地
で
牛
を
放
牧
し
て
好
き
放
題
に
し

て
い
る
と
訴
え
た
と
こ
ろ
︑
知
県
は
﹁
分
丈
委
員
に
通
知
し
︑
調
査
の
結
果
が
通
知
さ
れ
れ
ば
検
討
し
て
判
断
す
る
の
を
待
て
︹
候
移
請

分
丈
委
員
︑
査
復
察
奪
︺﹂
と
批
示
し
︑
案
件
を
取
り
上
げ
る
と
決
め
た
（
28
）︒

︻
二
二
六
〇
九
︼

こ
の
案
件
は
︑
周
許
氏
が
夫
の
弟
と
家
産
分
割
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
し
た
訴
訟
で
あ
る
︒

光
緒
八
（
一
八
八
二
）
年
一
〇
月
二
三
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
に
対
し
︑
知
県
徐
錫
祉
は
﹁
ど
う
し
て
同
房
・
同
族
の
者
を
迎

え
て
調
停
に
持
ち
込
ま
ず
︑
た
や
す
く
訴
訟
を
起
こ
す
の
か
︒
︙
︙
不
准
と
す
る
︹
何
不
邀
同
房
族
理
処
︑
輒
行
興
訟
︒
︙
︙
不
准
︺﹂

と
述
べ
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
ず
に
︑
批
の
末
尾
を
﹁
不
准
﹂
の
語
で
締
め
括
っ
て
い
る
（
29
）︒
し
か
し
一
族
内
で
の
調
停
は
不
調
で
︑
一
一
月

三
日
と
八
日
に
再
度
周
許
氏
が
訴
状
を
提
出
し
た
が
︑
こ
こ
で
も
知
県
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
な
お
准
理
し
難
い
︹
仍
難
准
理
（
30
）︺﹂・﹁
実
に
准
理

し
難
い
︹
実
難
准
理
︺﹂
と
批
示
し
た
（
31
）︒

そ
し
て
一
一
月
一
三
日
に
提
出
し
た
三
度
目
の
訴
状
で
︑
よ
う
や
く
﹁
取
り
敢
え
ず
准
と
し
て
差
役
に
命
じ
関
係
者
を
召
喚
し
て
取
り
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調
べ
る
の
を
待
て
︹
姑
准
飭
差
伝
訊
究
断
︺﹂
と
の
批
示
を
得
た
（
32
）︒

︻
二
二
六
一
三
︼

こ
の
案
件
は
︑
陳
萃
記
が
被
告
に
よ
り
園
地
の
賃
借
料
を
横
領
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
九
月
二
八
日
の
最
初
の
訴
状
に
対
し
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
こ
の
中
に
明
ら
か
に
不
実
が
あ
る
︒
不
准
と
す

る
︹
此
中
顕
有
不
実
︒
不
准
︺﹂
と
批
示
し
て
い
る
（
33
）︒
一
〇
月
八
日
に
再
度
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
対
し
て
も
︑﹁
訴
え
の
文
言
中
削
ら
れ
た

個
所
が
あ
り
そ
う
で
︑
別
の
事
情
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
請
求
は
な
お
准
と
し
難
い
︹
情
詞
内
鑠
︑
難
保
不
無
別
故
︒
所
請
仍
難

准
行
︺﹂
と
し
て
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
34
）︒

そ
し
て
一
一
月
一
三
日
の
訴
状
に
お
い
て
︑
よ
う
や
く
﹁
差
役
に
命
じ
て
調
停
し
報
告
さ
せ
る
の
を
待
て
︹
候
飭
差
理
処
復
奪
︺﹂
と

の
批
が
下
さ
れ
た
（
35
）︒

︻
二
二
七
〇
二
︼

こ
の
案
件
は
︑
陳
明
員
が
一
族
の
共
有
地
を
承
諾
な
く
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

同
治
一
〇
（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
二
一
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
へ
の
批
で
は
︑
淡
水
庁
同
知
周
式
濂
は
﹁
訴
え
を
調
べ
た
と

こ
ろ
︑
明
ら
か
に
別
の
理
由
が
あ
る
︒
不
准
と
す
る
︒︹
察
核
所
呈
︑
顕
有
別
故
︒
不
准
︺﹂
と
し
て
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
36
）︒
こ
れ

に
対
し
て
陳
明
員
は
一
二
月
八
日
に
二
度
目
の
訴
状
を
提
出
し
た
が
︑
こ
こ
で
も
﹁
前
の
訴
状
で
既
に
明
確
に
批
斥
し
て
い
る
︒
︙
︙
恨

み
を
抱
き
で
た
ら
め
﹇
に
訴
え
て
い
る
も
の
﹈
で
あ
る
こ
と
は
﹇
明
ら
か
に
﹈
分
か
る
︒
不
准
と
す
る
︹
前
拠
具
呈
︑
業
已
明
晰
批
斥
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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︙
︙
其
為
挟
嫌
混
瀆
可
知
︒
不
准
︺﹂
と
さ
れ
た
（
37
）︒
し
か
し
な
が
ら
︑
翌
同
治
一
一
（
一
八
七
二
）
年
一
月
二
八
日
の
訴
状
で
﹁
取
り
敢

え
ず
差
役
に
命
じ
て
関
係
者
を
召
喚
し
訊
問
す
る
の
を
待
て
︒
お
前
も
直
ち
に
保
証
人
を
立
て
て
先
に
出
頭
せ
よ
︒
も
し
﹇
訴
え
が
﹈
虚

偽
で
あ
れ
ば
誣
告
と
し
て
処
罰
す
る
︹
姑
候
飭
差
伝
集
案
訊
︒
爾
即
具
保
先
行
投
案
︒
如
虚
究
誣
︺﹂
と
し
て
︑
原
告
に
対
す
る
不
信
感

を
顕
わ
に
し
つ
つ
も
︑
法
廷
審
理
を
行
う
と
の
批
が
下
さ
れ
た
（
38
）︒

以
上
四
件
の
事
例
か
ら
は
︑
最
初
の
訴
状
に
対
す
る
批
で
明
確
に
﹁
不
准
﹂
と
い
う
語
句
が
表
記
さ
れ
た
訴
え
で
あ
っ
て
も
︑
同
一
の

原
告
が
繰
り
返
し
訴
え
る
こ
と
で
︑
最
終
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
案
件
に
お
い
て
訴
え

が
係
属
に
至
る
経
過
か
ら
は
︑
最
初
の
訴
状
に
﹁
不
准
﹂
の
批
が
あ
れ
ば
そ
の
後
再
び
訴
え
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

い
う
巴
県
で
の
実
務
運
用
は
︑
少
な
く
と
も
同
時
代
の
淡
水
庁
や
新
竹
県
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒

な
お
︑︻
二
二
五
一
九
︼
の
七
月
一
八
日
の
訴
状
で
は
︑
原
告
が
最
初
に
﹁
不
准
﹂
と
な
っ
た
こ
と
を
﹁
控
告
不
准
﹂
や
﹁
不
蒙
迅
准

飭
﹂
と
表
現
し
て
い
る
他
︑
こ
の
後
の
二
三
日
の
訴
状
で
︑
劉
合
は
自
分
の
訴
訟
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
︑
被
告
が

保
正
等
と
結
託
し
て
誣
告
を
行
っ
た
と
し
て
再
度
訴
え
た
が
︑
そ
こ
で
は
自
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
﹁
控
未
准
﹂・﹁
控
未
准
理
﹂
と
述
べ
て

お
り
（
39
）︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
第
二
節
で
取
り
上
げ
る
︒

第
二
節　
﹁
不
准
﹂・﹁
未
准
﹂
の
用
語
法
に
関
係
す
る
事
例

本
節
で
は
︑
巴
県
の
よ
う
に
最
初
の
訴
状
に
対
す
る
批
で
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
明
確
な
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
は
﹁
不
准
﹂︑
暫

定
的
に
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
判
断
は
﹁
未
准
﹂
だ
と
す
る
明
確
な
区
別
が
同
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
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に
つ
き
︑
第
一
節
一
番
目
の
類
型
で
紹
介
し
た
︻
二
二
四
三
五
︼・︻
二
二
五
二
〇
︼・︻
二
二
五
二
七
︼
を
︑
二
番
目
の
類
型
で
取
り
上
げ

た
︻
二
二
五
一
九
︼
と
合
わ
せ
て
事
例
を
確
認
す
る
︒

︻
二
二
五
二
四
︼

こ
の
案
件
は
︑
鄭
雲
梯
が
被
告
で
あ
る
兄
と
家
産
分
割
で
揉
め
た
こ
と
に
よ
り
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
四
（
一
八
八
八
）
年
二
月
二
三
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
で
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
親
族
た
る
兄
で
あ
れ
ば
︑
道
理
と
し
て

﹇
そ
の
存
在
を
﹈
敬
い
︑
も
っ
て
肉
親
の
情
を
厚
く
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
月
ご
と
に
些
細
な
こ
と
を
取
り
上
げ
て
︑
俄
か
に
訴

訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
不
准
と
す
る
︹
同
胞
兄
長
理
応
敬
事
︑
以
敦
骨
肉
之
愛
︑
何
得
因
月
費
細
故
︑
遽
行
興
訟
︒
不
准
︺﹂

と
批
示
し
た
（
40
）︒
し
か
し
な
が
ら
︑
三
月
一
〇
日
に
提
出
さ
れ
た
二
回
目
の
訴
状
に
お
い
て
﹁
委
員
が
族
長
を
迎
え
て
調
停
し
判
断
す
る
の

を
待
て
︒﹇
当
事
者
は
﹈
同
じ
一
族
の
親
類
で
あ
り
︑
俄
か
に
法
廷
へ
這
い
進
ん
で
は
な
ら
な
い
︒︹
候
委
員
邀
同
該
族
長
理
処
復
奪
︒
一

本
之
親
︑
勿
遽
匍
匐
公
庭
︺﹂
と
批
を
下
し
︑
委
員
を
派
遣
す
る
と
し
た
（
41
）︒

︻
二
二
六
一
二
︼

こ
の
案
件
は
︑
杜
何
氏
が
家
産
分
割
を
め
ぐ
り
夫
の
兄
杜
伝
・
杜
坡
等
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
五
月
三
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
に
対
し
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
杜
何
氏
は
夫
が
死
ん
で
か
ら
独
居
し

て
お
り
︑
い
や
し
く
も
無
用
の
行
い
が
な
け
れ
ば
︑
道
理
と
し
て
相
互
に
﹇
相
手
を
﹈
善
き
者
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
の
に
︑
ど
う
し

て
却
っ
て
財
産
を
貪
る
こ
と
を
す
る
の
か
︑
︙
︙
実
に
憎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
一
方
的
な
訴
え
で
も
あ
り
︑
︙
︙
同
族
へ
依
頼

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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し
て
叱
り
つ
け
て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
︒
俄
か
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
︹
該
氏
夫
故
孀
居
︑
苟
無
廃
行
︑
理
宜
互
相
善
視
︑
奈

何
反
起
狼
貪
︑
︙
︙
殊
属
可
悪
︒
惟
是
一
面
情
詞
︑
︙
︙
応
即
投
候
族
房
理
斥
︒
毋
遽
渉
訟
︺﹂
と
︑
杜
何
氏
の
主
張
に
理
解
を
示
し
つ

つ
も
︑
族
内
で
解
決
す
べ
き
問
題
だ
と
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
42
）︒

こ
れ
に
対
し
て
杜
何
氏
は
五
月
一
三
日
に
再
度
の
訴
状
を
提
出
し
た
が
︑
知
県
は
﹁
前
の
訴
状
で
明
確
に
批
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
照

ら
し
て
﹇
族
人
を
﹈
迎
え
て
処
理
せ
よ
︒﹇
批
示
し
た
命
令
に
﹈
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
︹
前
呈
明
晰
批
示
︒
著
遵
照
邀
理
︒
毋
違
︺﹂
と

し
て
退
け
た
（
43
）︒
そ
し
て
六
月
三
日
に
提
出
し
た
三
回
目
の
訴
状
で
︑﹁
同
族
の
間
で
敵
対
す
る
と
は
︑
実
に
嘆
か
わ
し
い
︒
取
り
敢
え
ず

族
人
へ
調
査
・
調
停
す
る
よ
う
諭
で
命
じ
る
の
を
待
て
ば
よ
い
︹
同
室
操
戈
︑
殊
堪
嗟
嘆
︒
姑
候
諭
飭
該
房
族
査
理
可
也
︺﹂
と
の
批
が

下
さ
れ
た
（
44
）︒　

︻
二
二
八
〇
三
︼

こ
の
案
件
は
︑
水
田
の
用
水
路
を
塞
き
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
た
争
い
で
黄
英
水
が
林
媽
得
等
に
よ
っ
て
負
傷
さ
せ
ら
れ
た
と
訴

え
た
も
の
で
あ
る
︒

知
県
施
錫
衛
は
光
緒
七
（
一
八
八
一
）
年
五
月
二
八
日
の
最
初
の
訴
状
に
対
し
て
︑﹁
既
に
調
べ
て
処
理
し
難
い
︒
︙
︙
ま
た
明
確
に

言
及
し
て
お
ら
ず
︑
さ
ら
に
准
理
し
難
い
︒﹇
こ
の
点
を
﹈
特
に
咎
め
る
︹
已
難
核
辦
︒
︙
︙
亦
不
明
白
声
叙
︑
更
難
准
理
︒
特
斥
︺﹂
と

批
示
し
た
（
45
）︒
こ
れ
に
対
し
︑
黄
英
水
は
六
月
一
三
日
に
二
回
目
の
訴
状
を
提
出
す
る
が
︑
知
県
は
﹁
な
お
准
理
し
難
い
︒
特
に
咎
め
る

︹
仍
難
准
理
︒
特
斥
︺﹂
と
批
示
し
（
46
）︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
︒
同
月
二
八
日
の
三
回
目
の
訴
状
で
は
﹁
明
ら
か
に
境
界
を
超
え
て
占

拠
し
︑
で
た
ら
め
に
争
う
事
情
が
あ
る
︒
断
じ
て
准
理
し
難
い
︒
何
度
も
訴
え
て
き
て
は
な
ら
な
い
︒
特
に
咎
め
る
︹
顕
有
越
佔
混
争
情
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事
︒
断
難
准
理
︒
毋
庸
多
瀆
︒
特
斥
︺﹂
と
し
（
47
）︑
七
月
三
日
の
四
回
目
の
訴
状
で
も
﹁
な
お
不
准
と
す
る
︹
仍
不
准
︺﹂
と
の
批
を
下

し
た
（
48
）︒
そ
し
て
七
月
一
三
日
の
五
回
目
の
訴
状
で
︑
よ
う
や
く
﹁
取
り
敢
え
ず
調
査
し
て
和
解
す
る
よ
う
命
じ
る
の
を
待
て
︹
姑
候
飭
査

勘
明
理
処
︺﹂
と
の
批
が
下
さ
れ
た
（
49
）︒

︻
二
三
七
〇
四
︼

こ
の
案
件
は
︑
借
金
の
貸
主
で
あ
る
楊
雲
巌
が
返
済
を
し
な
い
被
告
鄭
達
原
等
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
五
月
二
一
日
の
最
初
の
訴
状
で
︑
知
県
方
祖
蔭
は
﹁
訴
状
か
ら
は
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
点
が
あ
り
︑
調
べ

難
い
︒
︙
︙
自
分
で
郊
外
の
商
店
﹇
の
者
﹈
を
迎
え
て
公
平
に
調
停
し
て
も
ら
う
よ
う
に
せ
よ
︹
未
拠
呈
明
︑
尤
難
核
辦
︒
︙
︙
著
自
行

邀
同
各
郊
鋪
秉
公
理
処
︺﹂
と
批
示
し
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
50
）︒

そ
し
て
問
題
が
解
決
し
な
か
っ
た
楊
雲
巌
は
半
年
後
の
一
〇
月
三
日
に
二
回
目
の
訴
状
を
提
出
し
た
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
批
を
受
け
て
商

店
﹇
の
者
﹈
を
迎
え
て
公
平
に
調
停
し
て
も
ら
っ
た
︒﹇
し
か
し
﹈
被
告
の
鄭
達
源
は
﹇
私
の
﹈
訴
え
が
不
準
と
な
っ
た
こ
と
を
探
っ
て

知
り
︑
︙
︙
︹
蒙
批
邀
同
郊
鋪
公
理
処
︒
無
如
源
偵
知
呈
控
不
準
︑
︙
︙
︺﹂
と
述
べ
た
（
51
）︒
こ
の
訴
状
に
対
し
て
も
ま
た
﹁
元
々
の
仲
介

人
許
汝
誠
を
迎
え
︑
再
度
道
理
を
も
っ
て
調
停
し
返
還
さ
せ
る
よ
う
命
じ
る
︒
訴
え
を
起
こ
す
な
︹
著
邀
原
中
許
汝
誠
︑
再
向
理
較
交

還
︒
毋
庸
渉
訟
︺﹂
と
い
う
批
が
下
さ
れ
て
訴
え
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
一
二
月
一
八
日
の
三
回
目
の
訴
状
で
︑
よ
う
や
く

﹁
取
り
敢
え
ず
差
役
に
命
じ
て
元
々
の
仲
介
人
と
共
に
道
理
を
諭
し
て
返
済
さ
せ
報
告
を
受
け
て
判
断
す
る
の
を
待
て
︹
姑
候
飭
差
邀
同

原
中
理
還
復
奪
︺﹂
と
の
批
が
下
さ
れ
た
（
52
）︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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以
上
︑
淡
新
檔
案
で
最
初
の
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
段
階
で
は
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
を
紹
介
し
た
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
本

章
の
事
例
に
関
し
て
︑
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
も
の
か
ら
考
察
し
︑
次
に
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
も
の
を
含
め
て
検
討
す
る
︒

ま
ず
︑
第
二
節
の
事
例
と
し
て
︑︻
二
二
五
二
四
︼
で
は
訴
状
に
注
目
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
︒

一
点
目
は
︑﹁
不
准
﹂
と
批
示
し
た
最
初
の
訴
状
の
原
本
で
︑
欄
外
上
部
に
黒
で
小
さ
く
﹁
未
准
﹂
と
い
う
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
注
記
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
新
竹
県
で
当
該
訴
状
を
処
理
す
る
過
程
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑

県
と
し
て
は
﹁
不
准
﹂
と
﹁
未
准
﹂
と
を
明
確
に
は
使
い
分
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
53
）︒

二
点
目
は
︑
二
回
目
の
訴
状
に
対
す
る
批
で
あ
る
︒
こ
こ
で
知
県
は
︑
俄
か
に
法
廷
へ
訴
え
て
く
る
な
と
述
べ
つ
つ
も
︑
委
員
を
派
遣

す
る
と
し
て
お
り
（
実
際
に
県
の
典
史
を
委
員
と
し
て
派
遣
し
て
い
る
（
54
））︑﹁
不
准
﹂
の
文
言
が
あ
っ
て
も
訴
え
自
体
は
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
が
分
か
る
︒

次
に
︻
二
二
六
一
二
︼
で
は
︑
実
際
に
は
批
で
﹁
不
准
﹂
と
い
う
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
原
告
杜
何
氏
は
二
回
訴
え
て
も

﹁
不
准
﹂
と
な
っ
た
こ
と
で
︑
被
告
達
は
い
っ
そ
う
勢
い
付
い
て
し
ま
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
（
55
）︒
こ
こ
か
ら
︑
彼
女
（
お
よ
び
彼
女
が
述

べ
る
被
告
等
の
言
動
で
）
は
こ
れ
を
﹁
不
准
﹂
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
︻
二
二
八
〇
三
︼
で
注
目
す
べ
き
は
︑
県
で
こ
の
一
件
書
類
を
綴
じ
た
フ
ァ
イ
ル
の
最
初
の
表
紙
に
︑﹁
黄
英
水
有
五
月
廿
八
日

不
准
呈
一
件
﹂・﹁
六
月
廿
八
日
不
准
呈
一
件
﹂・﹁
六
月
十
三
日
不
准
呈
一
件
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
56
）︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
確

に
﹁
不
准
﹂
と
記
さ
ず
に
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
批
を
指
す
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
新
竹
県
に
お
い
て
︑
批
で
明
確
に
は
﹁
不

准
﹂
と
記
さ
ず
に
案
件
を
取
り
上
げ
な
い
場
合
も
事
務
手
続
で
は
﹁
不
准
﹂
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
し
て
︻
二
三
七
〇
四
︼
で
は
︑︻
二
二
六
一
二
︼
と
同
様
︑
一
回
目
の
訴
状
に
対
す
る
批
で
﹁
不
准
﹂
あ
る
い
は
﹁
不
準
﹂
と
い
う
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文
言
が
な
い
ま
ま
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て
︑
二
回
目
の
訴
状
で
原
告
が
﹁
不
準
﹂
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
︑
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
考
察
し
た
が
︑
こ
れ
ら
を
第
一
節
一
番
目
の
類
型
で
紹
介
し
た
︻
二
二
四
三
五
︼・︻
二
二

五
二
〇
︼・︻
二
二
五
二
七
︼︑
二
番
目
の
類
型
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
五
一
九
︼
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
次
の
二
点
が
分
か
る
︒

一
点
目
は
︑﹁
不
准
﹂
の
語
と
﹁
未
准
﹂
の
語
が
︑
い
ず
れ
も
厳
密
な
用
語
法
の
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
例
え

ば
︑
訴
訟
当
事
者
の
認
識
を
示
す
用
語
法
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
第
一
節
一
番
目
の
類
型
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
四
三
五
︼︑
二
番

目
の
類
型
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
五
一
九
︼︑
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
六
一
二
︼・︻
二
三
七
〇
四
︼
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
で

は
︑﹁
不
准
﹂
の
語
の
な
い
批
が
下
さ
れ
た
こ
と
（
巴
県
で
あ
れ
ば
﹁
未
准
﹂
に
分
類
さ
れ
る
批
の
内
容
）
を
指
し
て
﹁
不
准
﹂
と
述
べ

た
り
︑
批
の
﹁
不
准
﹂
と
い
う
文
言
を
指
し
て
後
に
提
出
し
た
訴
状
で
﹁
未
准
﹂
と
述
べ
る
な
ど
︑
訴
訟
当
事
者
が
﹁
不
准
﹂
と
﹁
未

准
﹂
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
︑
訴
え
を
受
け
付
け
る
官
の
認
識
を
示
す
用
語
法
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
第
一
節
一
番
目
の
類
型
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
五

二
〇
︼・︻
二
二
五
二
七
︼︑
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
︻
二
二
五
二
四
︼・︻
二
二
八
〇
三
︼
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
︑﹁
不
准
﹂
の
語

の
な
い
批
が
下
さ
れ
た
案
件
に
つ
き
︑
官
が
文
書
整
理
の
過
程
で
欄
外
に
﹁
未
准
﹂
あ
る
い
は
﹁
不
准
﹂
と
記
載
し
て
い
た
り
︑﹁
不

准
﹂
の
語
の
あ
る
批
が
下
さ
れ
た
案
件
に
つ
き
︑
同
じ
く
文
書
整
理
の
過
程
で
欄
外
に
﹁
未
准
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
た
り
し
た
︒

二
点
目
は
︑
批
に
記
さ
れ
た
﹁
不
准
﹂
と
い
う
語
の
効
果
で
あ
る
︒
第
一
節
に
お
け
る
一
番
目
の
類
型
と
二
番
目
の
類
型
で
取
り
上
げ

た
諸
事
例
か
ら
は
︑
巴
県
の
よ
う
な
﹁
不
准
﹂
か
﹁
未
准
﹂
か
に
よ
り
断
定
的
判
断
で
あ
る
か
当
面
の
判
断
で
あ
る
か
が
異
な
る
と
の
区

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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別
は
見
当
た
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
当
面
の
判
断
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
巴
県
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
不
准
﹂
や
﹁
未
准
﹂
の
厳
密
な
用
語
法
は
︑
淡
水
庁
・
新
竹
県
お
い
て
は
︑
訴
え
を
起
こ

す
民
衆
の
側
に
も
︑
訴
え
を
受
け
付
け
る
官
の
側
に
も
存
在
せ
ず
︑﹁
未
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
は
い
ず
れ
も
そ
の
文
言
が
書
き
込
ま
れ
た
時

点
に
お
け
る
地
方
官
の
判
断
を
記
入
し
た
も
の
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
57
）︒

淡
新
檔
案
で
見
ら
れ
た
批
に
お
け
る
﹁
不
准
﹂
の
語
が
必
ず
し
も
将
来
へ
向
け
て
の
断
定
的
な
判
断
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
︑
光

緒
期
に
陝
西
省
で
知
県
を
務
め
た
樊
増
祥
の
記
録
か
ら
も
窺
え
る
︒
彼
は
自
ら
の
判
語
で
︑﹁
細
々
と
し
た
突
飛
な
案
件
は
︑
全
て
本
官

の
任
内
に
あ
っ
た
も
の
で
︑
駁
せ
ば
駁
す
ほ
ど
訴
え
ら
れ
︑
不
准
と
し
て
も
止
ま
な
い
︒
取
り
敢
え
ず
差
役
に
命
じ
約
（
58
）と
協
同
し
て
調

査
・
処
理
し
報
告
さ
せ
る
の
を
待
て
︒﹇
関
係
者
を
﹈
召
喚
し
て
訊
問
す
る
こ
と
は
し
な
い
︹
瑣
屑
離
奇
之
案
︑
都
出
在
本
県
任
内
︑
愈

駁
愈
控
︑
不
准
不
休
︒
姑
候
飭
差
協
約
査
明
理
処
具
覆
︒
勿
庸
喚
訊
（
59
）︺﹂
と
述
べ
︑
幾
度
も
﹁
不
准
﹂
と
判
断
し
た
訴
状
に
つ
い
て
言
及

し
︑
そ
の
上
で
今
回
は
差
役
を
派
遣
す
る
と
述
べ
る
︒　

さ
ら
に
樊
増
祥
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
複
数
の
批
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁﹇
以
上
の
事
情
が
あ
っ
て
﹈
お
前
は
遂
に
事
情
を
捏
造
し
て
妄
り
に
訴
え
て
来
た
の
だ
︒
こ
の
訴
状
は
不
准
と
す
る
︒
明
確
な
別
の

訴
状
で
判
断
す
る
︹
爾
遂
捏
情
妄
控
︒
此
呈
不
准
︒
著
明
白
另
呈
覆
奪
（
60
）︺﹂

﹁
訴
え
の
内
容
は
種
々
支
離
滅
裂
な
点
が
あ
り
︑
そ
の
欺
い
て
誣
告
す
る
内
容
は
八
・
九
割
に
上
る
︒
駁
し
た
各
箇
所
に
照
ら
し
︑

明
確
に
再
度
訴
状
を
提
出
し
決
定
を
待
て
︒
こ
の
訴
状
は
不
准
と
す
る
︹
所
呈
種
種
支
離
︑
其
為
訛
誣
十
有
八
九
︒
著
照
指
駁
各
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節
︑
明
白
呈
覆
候
奪
︒
此
呈
不
准
（
61
）︺﹂

﹁
事
情
が
非
常
に
支
離
滅
裂
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
駁
し
た
各
内
容
に
照
ら
し
て
︑
明
確
に
報
告
し
決
定
を
待
て
︒
こ
の
訴
状

は
不
准
と
す
る
︹
情
節
太
覚
支
離
︒
著
照
指
駁
各
節
︑
明
白
具
覆
候
奪
︒
此
呈
不
准
（
62
）︺﹂

﹁
こ
の
訴
状
は
不
准
と
す
る
︒
明
確
に
別
の
訴
状
で
報
告
し
︑﹇
そ
の
上
で
﹈
決
定
す
る
︹
此
呈
不
准
︒
明
白
另
呈
覆
奪
（
63
）︺﹂

﹁
明
確
に
禀
で
報
告
す
る
よ
う
命
じ
る
︒
こ
の
禀
は
不
准
と
す
る
︹
著
明
白
禀
覆
︒
此
禀
不
准
（
64
）︺﹂

﹁
こ
の
禀
は
不
准
と
す
る
︒
別
に
禀
を
提
出
し
﹇
そ
こ
で
﹈
決
定
す
る
の
を
待
て
︹
此
禀
不
准
︒
另
禀
候
奪
（
65
）︺﹂

﹁
証
人
を
特
定
し
︑
嫁
ぎ
先
の
居
所
・
姓
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
命
じ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
関
係
者
を
召
喚
し
訊
問
の
拠
り
所
と

す
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
准
と
す
る
︹
著
指
出
見
証
︑
採
明
娶
主
住
址
・
姓
名
︑
以
憑
集
質
︒
不
然
不
准
（
66
）︺﹂

こ
の
よ
う
に
︑
訴
状
を
主
に
記
載
内
容
の
不
備
を
理
由
に
﹁
不
准
﹂
と
し
た
上
で
︑
再
度
訴
状
を
提
出
す
る
よ
う
当
事
者
に
促
し
て
い

る
他
︑
証
人
や
証
拠
を
集
め
る
よ
う
命
じ
つ
つ
︑
訴
状
自
体
は
取
り
上
げ
な
い
と
の
批
を
下
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
事
例
か
ら
︑
必
ず
し

も
一
般
的
だ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
︑﹁
不
准
﹂
と
い
う
語
が
暫
定
的
な
判
断
を
示
し
て
い
た
と
分
か
る
︒

以
上
︑
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
淡
新
檔
案
や
樊
増
祥
の
批
か
ら
は
︑
地
方
官
あ
る
い
は
訴
訟
当
事
者
は
︑
訴
訟
係
属
手
続
に
お
け
る

﹁
不
准
﹂
と
い
う
判
断
を
将
来
に
渡
る
断
定
的
な
も
の
と
は
捉
え
て
お
ら
ず
︑
批
に
見
ら
れ
る
﹁
不
准
﹂
や
﹁
未
准
﹂
の
語
は
い
ず
れ
も

地
方
官
の
暫
定
的
な
判
断
を
示
し
︑
随
時
訴
え
を
取
り
上
げ
る
方
向
へ
と
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
67
）︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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第
二
章　

官
に
よ
る
直
接
的
な
権
力
の
行
使
を
宣
言
す
る
批

本
章
で
は
︑
訴
訟
係
属
判
断
に
お
い
て
官
が
直
接
的
な
権
力
の
行
使
を
宣
言
し
た
批
に
つ
き
︑
そ
の
意
義
と
官
僚
の
認
識
を
︑
地
方
官

の
言
及
や
訴
え
を
取
り
上
げ
た
批
の
用
例
か
ら
確
認
す
る
︒

訴
え
に
対
す
る
直
接
的
な
権
力
行
使
を
宣
言
す
る
批
は
︑
一
般
的
に
官
が
訴
え
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
例
え

ば
︑
夫
馬
氏
は
験
屍
な
ど
の
た
め
に
仵
作
を
派
遣
し
た
り
︑
事
件
関
係
者
を
法
廷
に
召
喚
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
﹁
公
権
力
と
し
て
明
確

に
案
件
の
処
理
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
と
述
べ
（
68
）︑
滋
賀
氏
も
法
廷
審
理
に
備
え
て
官
が
関

係
者
を
召
喚
す
る
批
を
下
し
た
こ
と
を
﹁
准
﹂
の
一
例
と
し
て
い
る
（
69
）︒

官
に
よ
る
権
力
の
具
体
的
な
行
使
を
宣
言
す
る
批
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
上
述
の
先
行
研
究
と
同

様
︑﹁
准
﹂
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
清
代
地
方
官
の
言
及
に
も
見
ら
れ
る
︒
嘉
慶
期
か
ら
道
光
期
に
か
け
て
地
方
官
を
歴
任
し
た
劉
衡

は
︑
受
理
と
法
廷
審
理
と
の
関
係
に
つ
き
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

訴
状
は
軽
率
に
準
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
準
と
す
れ
ば
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
審
理
す
れ
ば
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
和

解
を
許
さ
な
い
︒
︙
︙
不
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
案
件
は
︑
既
に
批
で
準
と
し
て
い
れ
ば
︑
直
ち
に
召
喚
し
て
﹇
関
係
者
が
﹈

出
廷
す
れ
ば
審
理
し
︑
事
実
で
あ
れ
ば
追
及
し
て
処
理
し
︑
虚
偽
で
あ
れ
ば
誣
告
の
罪
を
問
う
べ
き
で
あ
り
︑
断
じ
て
和
解
の
申
し

立
て
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
︒
思
う
に
︑
一
度
和
解
の
申
し
立
て
を
認
め
て
し
ま
う
と
︑
訟
師
は
逆
に
審
理
を
止
め
て
取
り
下
げ
る
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こ
と
が
で
き
る
と
知
り
︑
そ
う
す
る
と
敢
え
て
安
心
し
て
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
︙
︙

︹
状
不
軽
準
︒
準
則
必
審
︑
審
則
断
︑
不
許
和
息
也
︒
︙
︙
其
有
不
能
不
準
之
案
︑
既
経
批
準
︑
即
応
喚
来
審
訊
︑
実
則
究
治
︑
虚

則
坐
誣
︑
断
断
不
準
告
息
︒
蓋
一
準
告
息
︑
則
訟
棍
逆
知
状
可
息
銷
︑
便
敢
放
心
告
状
︒
︙
︙
（
70
）︺

劉
衡
は
︑
ま
ず
﹁
准
﹂
と
し
た
案
件
は
速
や
か
に
審
理
を
行
っ
て
裁
定
を
下
す
必
要
が
あ
り
︑
和
解
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
︒
こ
こ
か

ら
は
︑
地
方
官
に
と
っ
て
訴
え
を
﹁
准
﹂
と
す
る
判
断
が
相
当
な
重
み
を
伴
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
同
時
に
︑
関
係
者
を
召
喚
し
て
法
廷

審
理
を
行
う
決
定
が
﹁
准
﹂
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
︑
関
係
者
を
召
喚
し
た
り
当
事
者
を
和
解
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
差
役
を
派
遣
す
る
と
の
批
も
︑
や
は
り
﹁
准
﹂
の
一
種
と
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
一
例
と
し
て
︑
嘉
慶
期
に
出
版
さ
れ
た
﹃
佐
雑
須
知
﹄
と
い
う
佐
雑
官
（
71
）向
け
の
手
引
書
に
は
︑
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
72
）︒

お
よ
そ
訴
状
を
不
准
と
す
る
場
合
は
︑
必
ず
し
も
批
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
も
し
准
と
す
る
に
し
て
も
︑
そ

の
批
を
下
す
方
法
も
ま
た
﹇
事
情
を
﹈
斟
酌
す
べ
き
で
あ
る
︒
恐
ら
く
は
︑
後
日
翻
意
し
た
際
に
﹇
上
司
の
州
県
官
が
﹈
元
の
訴
状

を
取
り
寄
せ
る
よ
う
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
忤
逆
で
あ
れ
ば
︑﹁
拘
束
し
て
事
実
を
究
明
す
る
﹂
と
批
准
す
る
︒
窃
盗
事
案
で

あ
れ
ば
︑﹁
差
役
を
派
遣
し
捕
縛
す
る
﹂
と
批
准
す
る
︒
姦
通
や
誘
拐
で
あ
れ
ば
︑﹁
捕
縛
し
詳
文
を
﹇
州
県
に
上
げ
て
﹈
処
置
を
決

定
し
て
も
ら
う
﹂
と
批
准
す
る
︒
そ
れ
以
外
の
事
案
で
は
︑
あ
る
い
は
批
で
﹁
郷
保
等
に
公
平
に
調
査
・
報
告
す
る
よ
う
仰
せ
付
け

る
﹂
と
示
し
︑
詳
文
を
上
げ
て
判
断
し
て
も
ら
う
際
の
拠
り
所
と
す
る
︒
大
抵
重
大
な
事
案
で
は
︑
あ
る
い
は
何
か
関
係
が
あ
れ

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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ば
︑
批
に
﹁
詳
﹂
の
字
を
書
き
加
え
る
︒
事
情
が
軽
く
て
案
件
に
決
着
を
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
は
︑
批
の
中
で
郷
保
な
ど
の

者
に
﹇
処
理
を
﹈
仰
せ
付
け
る
︒

︹
凡
詞
状
不
准
者
︑
不
必
批
︒
如
准
者
︑
其
批
法
亦
当
斟
酌
︒
恐
日
後
翻
案
求
吊
原
詞
故
也
︒
如
忤
逆
則
批
准
拘
究
︒
窃
賊
則
批
准

差
緝
︒
奸
拐
則
批
准
緝
詳
奪
︒
其
余
或
批
仰
郷
保
等
秉
公
査
覆
︑
以
憑
詳
奪
︒
大
抵
事
之
重
者
︑
或
有
干
係
︑
則
批
内
加
詳
字
︒
事

之
軽
而
可
結
案
者
︑
批
内
則
仰
郷
保
等
類
（
73
）︒︺

こ
こ
で
は
︑﹁
批
准
﹂
の
語
の
後
に
は
﹁
拘
究
﹂・﹁
差
緝
﹂・﹁
緝
﹂
と
い
っ
た
強
制
力
の
行
使
を
伴
う
処
置
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
︑
郷
保
な
ど
に
調
査
・
報
告
を
批
で
命
じ
た
場
合
は
﹁
批
仰
﹂
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
︑
一
般
的
に
訴
え
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
意

味
す
る
﹁
准
﹂
の
字
が
な
い
︒
こ
れ
は
︑
淡
新
檔
案
で
知
県
の
批
に
以
前
の
対
応
を
指
し
て
﹁
批
准
飭
差
﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
と
符
合
し
（
74
）︑
主
に
差
役
の
派
遣
を
前
提
と
し
た
措
置
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
た
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
が
分
か
る
（
75
）︒

さ
ら
に
︑
乾
隆
一
八
（
一
七
五
三
）
年
に
湖
南
巡
撫
は
﹁
州
県
は
訴
状
を
受
け
付
け
る
度
に
︑
数
件
を
批
准
す
る
他
は
︑
口
喧
嘩
・
些

細
な
悪
感
情
・
銭
債
を
理
由
と
し
て
︑
こ
と
さ
ら
に
保
隣
・
戸
族
・
里
老
・
中
証
等
に
批
で
調
査
・
処
理
を
命
じ
て
い
る
が
︑
︙
︙
︹
州

県
毎
告
収
取
呈
状
︑
批
准
数
件
之
外
︑
毎
以
口
角
・
微
嫌
・
銭
債
細
故
︑
批
令
保
隣
・
戸
族
・
里
老
・
中
証
等
査
処
︑
︙
︙
（
76
） 

︺﹂
と
述

べ
︑
官
の
﹁
批
准
﹂
に
対
し
て
在
地
へ
の
﹁
批
令
﹂
を
区
別
し
て
い
る
︒
官
に
よ
る
権
力
の
直
接
的
な
行
使
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
︑
少
な
く
と
も
﹁
批
准
﹂
が
在
地
へ
の
調
査
命
令
と
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
窺
え
る
︒

一
方
で
︑
上
述
の
見
解
と
は
逆
に
︑
官
の
明
確
な
権
力
行
使
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
准
﹂
と
見
做
さ
な
い
見
解
も
存
在
し
た
︒

例
え
ば
︑
康
熙
二
〇
年
代
（
一
六
八
一
～
一
六
九
〇
年
）
に
陝
西
省
鳳
翔
府
郿
県
で
知
県
を
務
め
た
葉
晟
は
︑﹁
た
ま
に
再
三
訴
え
て
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き
て
准
と
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
原
告
を
派
遣
し
て
自
分
で
﹇
被
告
を
﹈
捕
ま
え
さ
せ
る
︒
原
告

が
﹇
被
告
を
﹈
捕
ま
え
て
法
廷
に
召
喚
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
︑
初
め
て
差
役
を
一
緒
に
付
き
添
わ
せ
る
︹
間
有
再
三
控
訴
不
得
不
為
准

理
者
︑
倶
差
原
告
自
拘
︒
原
告
拘
換
不
出
者
︑
方
行
添
役
︺﹂
と
述
べ
て
い
る
（
77
）︒
清
代
前
半
期
と
い
う
時
期
的
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
︑

訴
え
の
取
り
上
げ
が
必
ず
し
も
差
役
の
派
遣
と
い
う
直
接
的
な
官
に
よ
る
権
力
の
行
使
に
結
び
付
く
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
分
か
る
︒

ま
た
︑
前
出
の
樊
増
祥
は
清
末
の
人
物
だ
が
︑﹁
訴
え
て
き
た
内
容
は
ど
れ
も
根
拠
が
な
く
︑
准
理
し
難
い
︒
取
り
敢
え
ず
差
役
を
派

遣
し
て
調
査
・
報
告
さ
せ
る
の
を
待
て
︹
所
呈
種
種
無
憑
︑
礙
難
准
理
︒
姑
候
飭
差
協
約
査
明
覆
奪
︺﹂
と
述
べ
て
お
り
（
78
）︑
差
役
の
派
遣

も
ま
た
必
ず
し
も
﹁
准
﹂
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

加
え
て
︑
樊
増
祥
は
﹁
提
出
さ
れ
た
訴
状
の
文
言
が
情
と
か
け
離
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
証
人
が
な
く
︑
俄
か
に
は
准
と
し
難
い
︒
取
り

敢
え
ず
傷
を
調
べ
て
そ
の
後
の
処
置
を
決
定
す
る
の
を
待
て
︹
来
詞
語
不
近
情
︑
又
無
見
証
︑
未
便
率
准
︒
姑
候
験
傷
核
奪
︺﹂
と
も
述

べ
る
（
79
）︒
官
員
や
衙
役
の
一
種
で
あ
る
仵
作
に
よ
る
験
屍
や
験
傷
は
︑
官
に
よ
る
権
力
行
使
の
一
種
と
言
え
る
が
︑
彼
は
訴
え
を
取
り
上
げ

た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
権
力
の
行
使
を
﹁
准
﹂
の
一
種
と
す
る
先
行
研
究
の
見
解
と
は
異
な
り
︑
明
確
な
権

力
の
行
使
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
直
ち
に
﹁
准
﹂
と
結
び
付
く
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
︑
法
廷
を
開
く
と
の
批
は
﹁
准
﹂
を
示
す
有
力
な
手
掛
か
り
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
も
差
役
を
派
遣
す
る
・
験
屍
を
行
う

と
い
っ
た
場
合
は
︑
地
方
官
に
よ
り
﹁
准
﹂
で
あ
る
と
考
え
る
か
否
か
が
分
か
れ
得
た
と
言
え
る
︒　
　

し
た
が
っ
て
︑
官
の
権
力
の
具
体
的
な
行
使
に
言
及
し
た
批
は
﹁
准
﹂
の
判
断
を
表
す
と
い
う
巴
県
で
の
判
断
様
態
に
は
︑
少
な
く
と

も
地
域
的
な
留
保
を
付
す
必
要
が
あ
ろ
う
（
80
）︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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第
三
章　

在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批

在
地
で
の
紛
争
解
決
は
︑
郷
役
や
地
保
な
ど
の
郷
村
役
︑
あ
る
い
は
族
長
そ
の
他
の
親
族
︑
紛
争
当
事
者
の
近
隣
住
民
︑
取
引
の
仲
介

人
や
保
証
人
等
に
よ
っ
て
︑
訴
訟
に
な
る
か
否
か
を
問
わ
ず
紛
争
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
行
わ
れ
た
が
（
81
）︑
訴
訟
係
属
判
断
を
下
す
批
の
中
で

言
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
本
章
で
は
︑
こ
う
し
た
原
告
な
ど
に
対
し
て
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
の
意
義
を
檔
案
と
地
方
官
の

著
作
か
ら
考
察
す
る
︒

第
一
節　

淡
新
檔
案
の
事
例

本
節
で
は
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
た
の
か
に
つ
き
︑
淡
新
檔
案
中
の
事
例
を
三
種

類
に
分
け
て
考
察
す
る
︒

一
︑﹁
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
﹂

︻
二
二
六
一
二
︼

光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
六
月
三
日
に
提
出
さ
れ
た
三
回
目
の
訴
状
で
︑
原
告
杜
何
氏
は
︑
二
回
に
渡
り
親
族
に
調
停
を
求
め
る
よ

う
批
示
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
（
82
）︑﹁
二
回
訴
え
て
不
准
と
さ
れ
た
︹
両
控
不
准
︺﹂
た
め
︑
被
告
側
が
ま
す
ま
す
横
暴
を
極
め
て
い
る
と

す
る
（
83
）︒
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本
件
は
第
一
章
第
二
節
で
既
に
取
り
上
げ
た
が
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
親
族
の
調
停
に
言
及
し
た
前
二
回
の
知
県
の
批
示
が
﹁
不

准
﹂
で
あ
る
と
三
回
目
の
訴
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
文
脈
か
ら
は
︑
被
告
側
の
言
葉
を
直
接
記
載
し
た
の
か
︑
原
告
側
が
被

告
側
の
発
言
の
趣
旨
を
そ
う
表
現
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
訴
訟
当
事
者
（
特
に
引
用
史
料
と
な
っ
て
い
る
訴
状
を
提

出
し
た
原
告
杜
何
氏
）
は
︑
前
二
回
の
族
人
に
よ
る
調
停
に
言
及
し
た
批
を
﹁
不
准
﹂
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
︑
台
湾
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
本
件
の
初
め
二
回
分
の
訴
状
の
画
像
を
見
る
と
︑
そ
の
欄
外
に
は
小
さ
く
黒
字
で
﹁
未
准
﹂
と
記
入

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
細
字
は
新
竹
県
で
の
事
務
処
理
に
際
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
官
の
側
も
こ
の
二
回
分
の
親
族
に
よ
る

調
停
を
命
じ
た
批
に
つ
い
て
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
と
見
做
し
た
こ
と
が
分
か
る
（
84
）︒

︻
二
二
七
〇
六
︼

本
件
は
︑
鄭
吉
慶
が
祖
先
祭
祀
の
費
用
を
横
領
し
た
と
し
て
︑
同
族
の
鄭
六
昌
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
〇
（
一
八
八
四
）
年
四
月
二
八
日
の
訴
状
に
対
し
︑
知
県
徐
錫
祉
は
﹁
訴
え
の
内
容
は
既
に
信
用
し
難
い
︹
所
呈
已
難
取

信
︺﹂
と
批
を
下
し
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
85
）︒

五
月
一
八
日
に
出
さ
れ
た
二
回
目
の
訴
状
で
も
﹁
鄭
六
昌
は
︙
︙
実
に
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
両
当
事
者
の
誼
は
﹇
同

族
と
し
て
﹈
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
族
・
同
房
の
者
や
公
親
（
86
）を
迎
え
て
適
切
に
処
置
せ
よ
︒
俄
か
に
訴
訟
を
起
こ
し
て

は
な
ら
な
い
︹
鄭
六
昌
︙
︙
殊
属
非
是
︒
惟
両
造
誼
関
一
本
︑
著
邀
族
房
公
親
妥
為
理
処
︒
毋
遽
興
訟
︺﹂
と
批
示
し
て
い
る
（
87
）︒

そ
し
て
翌
閏
五
月
の
三
回
目
の
訴
状
で
は
︑
鄭
六
昌
が
前
回
の
批
に
関
連
し
て
﹁﹇
被
告
の
鄭
六
昌
﹈
一
度
訴
え
て
不
准
と
な
っ
た
と

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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見
て
︑
狼
や
虎
に
翼
が
生
え
た
か
の
如
く
︑
さ
ら
に
横
暴
を
極
め
て
い
る
︹
視
控
一
呈
不
准
︑
狼
虎
添
翼
︑
更
加
愈
横
︺﹂
と
述
べ
る
（
88
）︒

こ
の
案
件
の
二
回
目
の
訴
状
に
対
す
る
批
を
読
む
と
︑
一
見
親
族
に
よ
る
紛
争
解
決
と
い
う
具
体
的
な
対
応
を
命
じ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
︑﹁
俄
か
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
末
尾
に
訴
訟
の
提
起
を
批
判
す
る
一
文
が
あ
る
︒
訴
え
を
取
り
上
げ
ず
に
在
地
で

の
紛
争
解
決
に
委
ね
る
と
す
る
官
の
意
思
が
明
確
で
あ
り
︑
当
事
者
達
も
今
回
の
知
県
の
判
断
を
﹁
不
准
﹂
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
︒　

二
︑﹁
請
求
に
対
す
る
代
替
措
置
を
意
味
す
る
場
合
﹂

︻
二
二
四
四
二
︼

こ
の
案
件
は
︑
荘
棟
が
異
父
弟
（
母
が
再
婚
相
手
と
の
間
に
設
け
た
三
兄
弟
の
長
兄
）
の
蔡
承
発
に
つ
き
︑
家
産
分
割
に
際
し
て
自
身

の
取
り
分
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
七
（
一
八
九
一
）
年
一
〇
月
一
八
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
で
︑
原
告
荘
棟
は
﹁
差
役
に
命
じ
て
関
係
者
を
召
喚
し
て
訊

問
し
︑
取
り
分
を
私
に
返
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
︹
恩
准
飭
差
提
訊
断
帰
︺﹂
と
法
廷
審
理
を
求
め
た
が
︑
知
県
沈
茂
蔭
は
︑﹁
つ
ま

る
と
こ
ろ
一
方
的
な
訴
え
で
あ
っ
て
︑
︙
︙
荘
家
・
蔡
家
の
族
人
を
迎
え
て
自
ら
処
理
す
れ
ば
よ
い
︒
で
た
ら
め
に
法
廷
訊
問
を
願
い
出

て
︑
訴
訟
の
累
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
︹
究
属
一
面
之
詞
︑
︙
︙
侭
可
邀
同
荘
・
蔡
之
姓
家
房
︑
自
向
理
処
可
也
︒
不
得
混
請
提
訊
︑

致
滋
訟
累
︺﹂
と
の
批
を
下
し
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
（
89
）︒
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一
一
月
八
日
の
二
回
目
の
訴
状
で
は
︑
一
回
目
の
批
示
に
従
い
親
族
を
招
い
て
解
決
を
試
み
た
が
成
功
せ
ず
︑
や
は
り
﹁
召
喚
し
て
訊

問
し
︑﹇
家
産
を
﹈
適
正
に
分
割
す
る
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
︹
恩
准
飭
提
訊
断
分
帰
︺﹂
と
し
て
法
廷
で
の
審
理
を
求
め
︑
こ
れ
に
対
し
て

知
県
が
﹁
荘
・
蔡
両
宗
の
族
人
等
に
確
か
に
調
査
し
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
諭
で
命
じ
︑
︙
︙
明
白
に
禀
で
報
告
し
て
﹇
そ
の
上
で
﹈
決

定
す
る
の
を
待
て
︹
候
諭
飭
荘
・
蔡
二
姓
宗
房
人
等
確
切
査
明
︑
︙
︙
明
白
禀
復
察
奪
︺﹂
と
批
示
し
た
（
90
）︒
そ
し
て
当
事
者
の
親
族
に

﹁
荘
・
蔡
二
宗
の
族
人
達
に
諭
で
仰
せ
付
け
る
︒
確
実
に
調
査
し
て
明
ら
か
に
し
︑
︙
︙
速
や
か
に
公
平
・
妥
当
に
処
理
し
て
納
得
さ

せ
︑
即
刻
禀
で
県
に
報
告
せ
よ
︹
諭
仰
荘
・
蔡
二
姓
宗
房
人
等
︑
確
切
査
明
︙
︙
速
為
秉
公
妥
理
明
白
︑
剋
即
禀
覆
赴
県
︺﹂
と
諭
を
下

し
て
調
査
と
調
停
を
命
じ
た
結
果
（
91
）︑
双
方
の
親
族
に
よ
る
取
り
成
し
で
和
解
に
至
っ
た
（
92
）︒

本
件
で
着
目
す
べ
き
は
︑
知
県
の
諭
を
受
け
た
族
人
や
公
親
等
の
調
停
に
よ
っ
て
和
解
が
成
立
し
た
際
に
そ
う
し
た
調
停
人
か
ら
提
出

さ
れ
た
和
息
禀
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
批
示
銷
案
﹂
や
﹁
批
准
銷
案
﹂
と
い
っ
た
︑
官
庁
の
帳
簿
か
ら
事
案
の
抹
消
を
願
い
出
る
文
言
が

用
い
ら
れ
て
お
り
（
93
）︑
紛
争
解
決
を
担
っ
た
族
人
達
は
︑
本
件
が
﹁
准
﹂
と
し
て
法
廷
に
係
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
最
初
の
訴
状
と
二
回
目
の
訴
状
で
は
︑
共
に
知
県
が
当
事
者
の
親
族
に
よ
る
調
停
を
命
じ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

は
明
ら
か
に
異
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
最
初
の
訴
状
に
対
す
る
批
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
方
針
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
二

回
目
の
訴
状
に
対
す
る
批
は
︑
訴
え
の
原
因
た
る
紛
争
を
解
決
す
る
具
体
的
対
応
策
と
し
て
親
族
の
調
停
に
言
及
し
て
い
る
︒
差
役
の
派

遣
や
法
廷
審
理
を
行
う
と
い
っ
た
直
接
的
な
権
力
の
行
使
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
︑
官
の
対
応
と
し
て
諭
を
下
し
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
批

は
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―

　

清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
判
断
の
様
態

　

―
―

　

― 27 ―



し
た
が
っ
て
︑
親
族
に
よ
る
調
停
を
命
じ
た
批
は
︑
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
っ
て
性
質
が
全
く
異
な
り
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ

る
批
の
性
質
は
︑
官
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
在
地
で
の
解
決
に
言
及
し
た
の
か
に
よ
っ
て
︑﹁
准
﹂
で
あ
る
か
否
か
正
反
対
の
意
味
を
持

つ
も
の
と
な
り
得
た
と
言
え
る
︒

︻
二
四
四
〇
二
︼

こ
の
案
件
は
︑
船
を
壊
さ
れ
た
曽
怡
鎚
が
︑
そ
の
賠
償
を
要
求
し
て
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒

光
緒
一
四
（
一
八
八
八
）
年
八
月
二
三
日
に
提
出
さ
れ
た
一
回
目
の
訴
状
で
関
係
者
の
召
喚
と
法
廷
訊
問
を
求
め
た
が
︑
知
県
方
祖
蔭

は
﹁
姜
阿
生
に
諭
で
命
じ
て
虚
実
を
調
査
し
︑
禀
で
報
告
さ
せ
て
﹇
そ
の
上
で
﹈
処
理
す
る
の
を
待
て
︹
候
諭
飭
姜
阿
生
査
明
虚
実
︑
禀

復
核
辦
︺﹂
と
の
批
を
下
し
︑
総
理
（
94
）で
あ
る
姜
阿
生
に
調
査
と
報
告
を
命
じ
た
（
95
）︒
こ
の
二
日
後
︑
原
告
の
曽
怡
鎚
は
二
回
目
の
訴
状
を
提

出
し
︑
そ
の
理
由
を
﹁
准
と
さ
れ
て
批
に
よ
る
命
令
を
頂
い
た
が
︑
ま
だ
虚
実
が
究
明
さ
れ
て
い
な
い
︹
蒙
准
批
飭
︑
未
究
虚
実
︺﹂
と

述
べ
て
い
る
（
96
）︒

本
件
で
は
︑
曽
怡
鎚
が
一
回
目
の
訴
状
の
批
に
対
し
︑
自
身
が
訴
状
の
中
で
求
め
た
対
応
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
蒙
准
﹂
と
表
現

し
て
お
り
︑
こ
の
批
を
﹁
准
﹂
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
原
告
の
認
識
と
い
う
留
保
は
伴
う
も
の
の
︑
法
廷
審
理

の
要
求
に
対
し
て
官
が
諭
で
郷
村
役
に
調
査
と
報
告
を
命
じ
る
こ
と
は
︑
直
接
に
差
役
の
よ
う
な
実
動
部
隊
を
動
か
す
措
置
で
は
な
く
と

も
︑
訴
訟
当
事
者
か
ら
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
見
做
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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三
︑﹁
請
求
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
﹂

︻
三
三
三
〇
九
︼

こ
の
案
件
は
︑
八
月
の
深
夜
に
范
阿
古
を
中
心
と
し
た
集
団
に
よ
る
強
盗
被
害
に
遭
っ
た
と
彭
林
氏
が
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
︒

同
治
一
一
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
一
日
に
提
出
さ
れ
た
最
初
の
訴
状
に
対
し
て
︑
淡
水
庁
同
知
の
向
燾
は
︑
数
か
月
前
の
強
盗
事
件

を
訴
え
る
な
ど
不
可
解
な
点
が
複
数
存
在
し
︑﹁
訴
え
て
き
た
内
容
は
で
た
ら
め
な
こ
と
極
ま
っ
て
い
る
︹
所
呈
荒
謬
已
極
（
97
）︺﹂
と
し
て
取

り
上
げ
な
か
っ
た
︒

彭
林
氏
は
二
回
目
の
訴
状
で
犯
人
達
を
捕
縛
す
る
と
共
に
︑
墾
戸
（
98
）の
姜
栄
華
に
も
犯
人
追
跡
の
諭
を
下
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た
︒
こ
れ

に
対
し
同
知
は
︑﹁
続
い
て
出
さ
れ
た
訴
状
の
情
勢
は
︑
実
に
支
離
滅
裂
で
あ
る
︹
続
呈
情
節
︑
尤
属
支
離
︺﹂
と
し
て
犯
人
の
捕
縛
は
認

め
な
か
っ
た
が
︑﹁
取
り
敢
え
ず
公
平
に
調
査
し
報
告
す
る
よ
う
諭
で
命
じ
る
の
を
待
て
︹
姑
候
諭
飭
秉
公
査
覆
察
辦
︺﹂
と
姜
栄
華
に
諭

を
下
し
て
調
査
を
命
じ
た
（
99
）︒
後
に
諭
を
受
け
た
姜
栄
華
等
の
報
告
か
ら
は
︑
范
阿
古
が
彭
林
氏
に
借
金
を
申
し
込
ん
だ
が
断
ら
れ
た
た

め
︑
腹
い
せ
に
彼
女
が
姦
通
を
働
い
た
と
称
し
て
仲
間
の
族
人
達
と
家
に
押
し
入
り
︑
彭
林
氏
と
彭
家
の
雇
工
人
（
100
）を
縛
り
上
げ
る
事
件
が

あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
後
庁
へ
訴
え
る
前
に
︑
一
度
族
人
彭
徳
業
の
取
り
成
し
で
和
解
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
101
）︒

本
件
で
は
︑
原
告
の
請
求
内
容
︑
す
な
わ
ち
同
知
に
提
出
し
た
訴
状
で
郷
村
役
へ
諭
で
犯
人
を
捕
縛
す
る
命
令
を
下
し
て
ほ
し
い
と
い

う
要
求
が
聞
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
同
知
は
差
役
を
派
遣
し
た
り
開
廷
を
決
め
た
り
す
る
と
い
っ
た
権
力
の
直
接
的
な
行
使
を
宣
言
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
︑
形
式
的
に
は
訴
え
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
請
求
の
内
容
と
い
う
実
質
面
か
ら
見
れ
ば
原
告
の

訴
え
を
聞
き
入
れ
た
対
応
を
行
っ
て
お
り
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
﹁
准
﹂
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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な
お
︑
管
見
の
限
り
で
淡
新
檔
案
の
民
事
編
・
刑
事
編
に
分
類
さ
れ
た
檔
案
に
こ
う
し
た
諭
の
発
出
を
求
め
る
事
例
は
少
な
い
が
（
102
）︑
そ

れ
で
も
上
記
の
通
り
皆
無
で
は
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
准
﹂
は
差
役
を
派
遣
し
た
り
︑
関
係
者
を
法
廷
へ
召
喚
し
た
り
す
る
と
い
っ

た
官
の
直
接
的
な
権
力
発
動
に
よ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
夫
馬
氏
の
見
解
で
は
﹁
准
﹂
で
は
な
く
﹁
未
准
﹂
と
扱
わ
れ
る
郷
村
役
に
命
令
を

下
す
よ
う
な
︑
言
わ
ば
間
接
的
な
権
力
の
発
動
が
な
さ
れ
る
場
合
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
批
で
直
接
的
な
権
力
の
発
動
が
示
さ
れ
る
か
否
か
は
︑
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
絶
対
的
な
基
準
で
は
な

く
︑
む
し
ろ
︑
在
地
で
の
解
決
を
促
す
批
が
訴
え
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
︑
取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
は
︑

訴
訟
当
事
者
の
要
求
に
対
す
る
官
の
応
じ
方
で
個
別
的
に
決
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節　

地
方
官
の
著
作
に
お
け
る
言
及

こ
こ
か
ら
は
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
が
訴
え
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
︑
取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

の
か
に
つ
い
て
︑
地
方
官
や
そ
の
経
験
者
の
著
作
か
ら
探
る
︒

ま
ず
︑
在
地
で
の
解
決
を
促
す
批
は
﹁
准
﹂
で
は
な
い
と
の
見
解
を
紹
介
す
る
︒
第
一
章
で
も
取
り
上
げ
た
樊
増
祥
は
︑﹁
提
出
さ
れ

た
訴
状
に
は
︑
種
々
で
た
ら
め
な
点
が
あ
り
︑
俄
か
に
は
准
と
し
難
い
︒
親
族
に
命
じ
て
議
論
の
上
で
禀
に
よ
っ
て
報
告
し
﹇
官
の
﹈
決

定
を
待
つ
よ
う
仰
せ
付
け
る
︹
来
呈
種
種
含
胡
︑
未
便
率
准
︒
仰
親
族
公
議
禀
覆
候
奪
︺﹂
と
︑﹁
准
﹂
と
し
な
い
旨
を
述
べ
つ
つ
親
族
に

よ
る
調
停
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
親
族
へ
の
調
停
の
命
令
は
﹁
准
﹂
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
103
）︒

加
え
て
︑
婚
姻
に
関
す
る
紛
争
に
対
し
て
﹁
訴
状
の
一
方
的
な
主
張
は
︑
あ
ま
り
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
村
の
官
人
（
104
）に
調
査
し

て
報
告
す
る
よ
う
仰
せ
付
け
る
︒
も
し
訴
状
の
内
容
が
虚
偽
で
な
け
れ
ば
︑
准
と
し
て
記
録
を
残
し
配
偶
者
を
選
べ
ば
よ
い
︹
詞
出
一
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面
︑
未
可
深
憑
︒
仰
該
村
官
人
査
明
覆
奪
︒
如
所
呈
不
虚
︑
准
予
立
案
択
配
可
也
︺﹂
と
の
言
及
か
ら
︑
在
地
の
指
導
層
に
調
査
を
命
じ

る
こ
と
が
︑﹁
准
﹂
や
﹁
立
案
﹂
以
前
の
段
階
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
分
か
る
（
105
）︒

そ
し
て
さ
ら
に
︑
在
地
で
の
解
決
を
促
す
批
を
﹁
准
﹂
で
も
な
く
﹁
不
准
﹂
で
も
な
い
と
明
言
す
る
地
方
官
も
存
在
し
た
︒
例
え
ば
︑

乾
隆
年
間
か
ら
嘉
慶
年
間
に
か
け
て
各
級
地
方
官
を
歴
任
し
た
張
五
緯
は
︑
江
西
省
九
江
府
徳
安
県
知
県
を
務
め
た
際
の
裁
判
に
つ
い

て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

金
銭
の
借
用
の
紛
争
を
考
え
て
み
る
と
︑
元
来
契
約
書
を
証
拠
と
す
べ
き
だ
が
︑
民
間
に
は
︑
親
し
い
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
利
息

に
言
及
し
な
い
︑
契
約
書
を
求
め
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
常
に
あ
る
︒
お
よ
そ
こ
れ
ら
の
事
件
が
持
ち
込
ま
れ
た
な
ら
ば
︑
頗
る
躊

躇
し
て
し
ま
う
︒
故
に
契
約
書
の
な
い
借
金
に
つ
い
て
訴
え
て
く
る
度
に
︑
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
切
実
で
あ
っ
て
も
敢
え
て

直
ち
に
准
と
す
る
こ
と
は
な
く
︑
し
か
し
敢
え
て
批
で
駁
と
す
る
こ
と
も
な
く
︑
た
だ
近
隣
の
者
や
保
証
人
達
に
公
平
﹇
の
精
神
﹈

に
則
っ
て
調
査
・
処
理
し
て
報
告
す
る
よ
う
に
批
示
す
る
の
で
あ
る
︒

︹
思
借
用
銀
銭
︑
原
以
票
拠
為
憑
︑
民
間
常
有
相
好
︑
不
言
利
息
︑
不
索
票
拠
之
事
︒
凡
遇
此
等
事
件
︑
頗
費
躊
躇
︒
故
毎
逢
告
無

拠
之
欠
︑
雖
情
詞
懇
切
︑
不
敢
遽
准
︑
亦
不
肯
批
駁
︑
惟
批
隣
保
秉
公
査
処
具
覆
（
106
）︒︺

こ
こ
か
ら
︑
張
五
緯
は
契
約
書
の
無
い
金
銭
貸
借
の
訴
え
に
対
し
て
︑﹁
准
﹂
と
も
﹁
駁
﹂
と
も
判
断
せ
ず
︑
紛
争
当
事
者
の
近
隣
住

民
に
対
処
を
申
し
付
け
る
と
い
う
手
段
を
取
っ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
在
地
に
お
け
る
解
決
が
﹁
准
﹂
で
も
﹁
不
准
﹂
で
も
な
い
曖
昧
な

状
態
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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ま
た
︑
同
じ
く
乾
隆
期
に
幕
友
や
知
県
を
務
め
た
こ
と
で
有
名
な
汪
輝
祖
も
︑
幕
友
が
訴
え
を
﹁
駁
﹂
と
す
る
批
の
原
稿
を
作
成
す
る

際
に
は
注
意
を
要
す
る
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

一
度
批
で
駁
と
し
て
し
ま
え
ば
︑
人
々
が
﹇
そ
の
批
を
貼
り
出
し
た
官
庁
の
掲
示
板
前
に
﹈
や
っ
て
来
て
︑
そ
の
﹇
批
の
﹈
穴
を
指

摘
す
る
︒
批
の
語
が
少
し
で
も
要
点
を
突
い
て
い
な
い
と
︑
原
告
の
冤
を
増
や
す
の
み
な
ら
ず
︑
被
告
の
胆
力
を
盛
ん
に
し
︑
事
を

省
こ
う
と
し
た
の
が
︑
転
じ
て
事
を
醸
成
す
る
羽
目
に
な
る
︒
︙
︙
一
切
の
口
喧
嘩
や
暴
力
沙
汰
の
類
は
︑
皆
戸
婚
に
関
す
る
些
細

な
事
柄
で
あ
る
︒
︙
︙
本
来
解
け
な
い
恨
み
は
な
い
︒
た
だ
訴
状
中
の
要
点
を
捉
え
て
︑
理
や
情
を
汲
ん
で
適
切
に
諭
し
導
き
︑
弱

者
に
は
心
を
安
ら
か
に
さ
せ
︑
強
者
に
は
強
気
を
崩
さ
せ
て
し
ま
え
ば
︑
自
然
と
親
族
や
近
隣
の
者
が
調
停
す
る
よ
う
に
な
る
︒
准

と
し
て
処
理
し
た
後
に
解
決
し
て
費
用
を
官
庁
の
胥
吏
の
懐
に
入
れ
さ
せ
る
よ
り
も
︑
訴
え
を
起
こ
し
た
初
め
の
時
点
で
諭
す
こ
と

に
よ
り
︑
誼
を
全
う
さ
せ
︑
姻
戚
関
係
も
仲
睦
ま
じ
く
さ
せ
る
方
が
よ
い
︒

︹
一
経
批
駁
︑
群
起
而
謀
抵
其
隟
︒
批
語
稍
未
中
肯
︑
非
増
原
告
之
冤
︑
即
壮
被
告
之
胆
︑
図
省
事
而
転
醸
事
矣
︒
︙
︙
一
切
口

角
・
争
闘
類
︑
皆
戸
婚
細
故
︒
︙
︙
本
無
不
解
之
讐
︒
第
摘
其
詞
中
要
害
︑
酌
理
準
情
︑
凱
切
諭
導
︑
使
弱
者
心
平
︑
強
者
気
沮
︑

自
有
親
隣
調
処
︒
与
其
息
於
准
理
之
後
︑
費
入
差
房
︑
何
如
暁
於
具
状
之
初
︑
誼
全
婣
睦
（
107
）︒︺

彼
は
︑﹁
駁
﹂
の
批
を
下
す
こ
と
で
紛
争
が
こ
じ
れ
︑
官
と
し
て
も
対
応
に
苦
慮
す
る
事
態
に
陥
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
上
で

適
切
な
解
決
策
を
示
せ
ば
当
事
者
が
そ
れ
に
納
得
し
た
り
︑
在
地
の
人
々
が
和
解
に
向
け
て
動
き
出
し
た
り
す
る
と
述
べ
る
︒
こ
う
し
た

批
が
下
さ
れ
た
目
的
は
第
四
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
批
で
在
地
で
の
解
決
を
命
じ
る
手
法
が
訴
え
を
取
り
上
げ
た
後
の
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紛
争
解
決
に
伴
う
弊
害
と
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
在
地
の
人
々
に
調
停
を
命
じ
る
批
が
﹁
准
﹂
と
は
別
個
の
判
断
と
さ

れ
て
い
る
︒

以
上
︑
淡
新
檔
案
と
地
方
官
の
記
録
か
ら
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
の
内
実
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
本
章
で
明
ら
か
に
な
っ

た
の
は
︑
次
の
二
点
で
あ
る
︒

一
点
目
は
︑
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
淡
新
檔
案
か
ら
見
る
限
り
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
は
︑
訴
え
を
取
り
上

げ
な
い
判
断
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
判
断
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
官
の
認
識
が
不
明
な
場
合
は
訴
訟
当
事

者
の
認
識
を
検
討
す
る
に
止
ま
っ
た
が
︑
少
な
く
と
も
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
︑
批
の

文
意
や
そ
の
批
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
か
ら
汲
み
取
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

二
点
目
は
︑
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
地
方
官
に
は
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
を
﹁
不
准
﹂
と
し
て
訴
え
を
取
り
上

げ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
れ
ば
︑
ど
ち
ら
で
も
な
い
曖
昧
な
状
態
だ
と
す
る
見
解
も
存
在
し
た
︒
た
だ
し
︑
地
方
官
達
は
そ

う
し
た
批
を
単
に
曖
昧
な
状
態
で
は
な
く
必
要
上
敢
え
て
下
す
も
の
だ
と
認
識
し
て
お
り
︑
曖
昧
な
内
容
の
批
は
地
方
官
に
と
っ
て
訴
訟

指
揮
で
の
ツ
ー
ル
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

第
四
章　

在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
の
背
景

本
章
で
は
︑
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
﹁
准
﹂
や
﹁
不
准
﹂
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
が
存
在
し
た

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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背
景
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

第
一
節　

官
に
よ
る
紛
争
解
決
の
限
界
と
在
地
で
の
紛
争
解
決
の
利
点

本
節
で
は
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
が
下
さ
れ
た
背
景
と
し
て
︑
こ
う
し
た
批
を
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
を
取
り
上
げ
る
︒

ま
ず
︑
考
察
の
前
提
と
し
て
︑
関
係
す
る
条
例
を
紹
介
し
︑
次
に
地
方
官
の
認
識
を
検
討
す
る
︒
在
地
で
の
紛
争
解
決
に
関
し
て
は
︑
既

に
緒
言
で
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
を
紹
介
し
た
が
︑
次
の
条
例
も
存
在
し
た
︒

︻
刑
律
・
訴
訟
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
例
八
︼

民
間
の
訴
訟
の
細
々
し
た
事
柄
で
︑
田
畑
の
境
界
や
用
水
路
︑
親
族
の
遠
近
・
親
疎
と
い
っ
た
類
は
︑
郷
約
や
地
保
に
調
査
し
て
報

告
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
を
許
す
︒
管
轄
の
州
県
官
は
努
め
て
直
ち
に
自
ら
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
批
で
郷
村
に
処
理
し
結
案

す
る
よ
う
命
じ
て
は
な
ら
な
い
︒
も
し
自
ら
審
理
せ
ず
に
﹇
郷
約
や
地
保
へ
﹈
批
発
し
て
案
件
に
決
着
を
付
け
た
場
合
は
︑
管
轄
の

上
司
は
直
ち
に
調
査
・
弾
劾
を
行
い
︑
例
に
照
ら
し
て
﹇
当
該
州
県
官
を
﹈
懲
戒
処
分
に
付
す
︒

︹
民
間
詞
訟
細
事
︑
如
田
畝
之
界
址
溝
洫
︑
親
属
之
遠
近
親
疏
︑
許
令
郷
保
査
明
呈
報
︒
該
州
県
官
務
即
親
加
剖
断
︑
不
得
批
令
郷

地
処
理
完
結
︒
如
有
不
経
親
審
批
発
結
案
者
︑
該
管
上
司
即
行
査
参
︑
照
例
議
処
︒︺

こ
の
条
例
で
は
︑
一
定
の
案
件
下
で
郷
約
や
地
保
の
よ
う
な
郷
村
役
に
調
査
や
報
告
と
い
っ
た
裁
判
の
下
請
け
を
担
わ
せ
て
お
り
︑
こ

う
し
た
名
目
が
あ
れ
ば
訴
え
を
在
地
に
下
げ
渡
す
余
地
が
存
在
し
た
と
言
え
る
︒
案
件
の
審
理
や
最
終
的
な
決
定
に
つ
い
て
は
必
ず
州
県
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官
自
ら
行
う
よ
う
要
求
し
︑
郷
村
役
の
役
割
は
官
の
補
助
に
止
ま
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
︑
地
方
官
に
と
っ
て
は
︑
訴
え
を
在
地
に

下
げ
渡
す
口
実
に
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
（
108
）︒

続
い
て
︑
こ
う
し
た
条
例
が
存
在
し
た
と
い
う
背
景
の
下
︑
清
代
地
方
官
が
在
地
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
対
す
る
捉
え
方
を
検
討
す

る
︒ま

ず
は
第
三
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
張
五
緯
の
見
解
を
紹
介
す
る
︒
既
に
紹
介
し
た
通
り
︑
彼
は
﹁
准
﹂・﹁
不
准
﹂
い
ず
れ
で
も
な

い
判
断
と
し
て
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
を
下
し
て
い
た
が
︑
こ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

思
う
に
︑
ま
だ
﹇
紛
争
が
﹈
法
廷
に
ま
で
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑
両
当
事
者
は
な
お
体
面
が
完
全
に
は
傷
付
い
て
い
な
い
︒
果
た
し

て
債
務
者
側
が
完
全
に
良
心
に
背
い
て
お
ら
ず
︑
か
つ
批
で
両
当
事
者
に
訴
訟
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
指
示
す
れ
ば
︑
こ
の
批
で
﹇
対

処
を
命
じ
た
﹈
近
隣
の
者
達
が
和
解
を
行
う
人
間
と
な
る
こ
と
が
で
き
︑
大
半
﹇
の
も
め
事
は
﹈
自
ら
処
理
し
禀
で
報
告
し
て
き

て
︑﹇
そ
れ
に
よ
り
﹈
案
件
の
係
属
を
抹
消
し
て
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹇
在
地
で
﹈
解
決
で
き
ず
︑
な
お
ど
う
し
て
も
官
で

扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
案
件
も
︑
結
局
の
と
こ
ろ
報
告
し
て
き
た
者
に
﹇
紛
争
や
和
解
工
作
の
有
り
様
を
﹈
問
う
こ
と
が
で
き

る
︒
こ
の
他
に
も
︑
理
が
な
い
の
に
同
じ
問
題
が
恒
常
的
に
起
こ
っ
て
い
る
案
件
の
場
合
は
︑
上
述
の
方
法
に
倣
っ
て
批
発
す
る
︒

﹇
こ
れ
は
﹈
実
に
民
に
は
各
々
情
と
理
が
あ
り
︑
通
常
の
情
と
理
を
も
っ
て
し
て
は
一
概
に
論
じ
尽
く
せ
な
い
か
ら
こ
そ
︑﹇
在
地
で

の
﹈
調
停
に
よ
り
紛
争
を
収
め
る
方
法
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
︙
︙
思
う
に
︑
こ
れ
ら
金
銭
で
の
訴
訟
案
件
は
︑
た
だ

﹇
自
分
の
﹈
気
を
静
め
て
解
決
を
承
諾
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
必
ず
し
も
訊
問
の
上
で
虚
実
を
明
ら
か
に
し
法

を
執
行
し
た
と
こ
ろ
で
決
着
が
着
く
も
の
で
は
な
く
︑
結
局
は
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
恨
み
を
増
す
だ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
案
件
書
類

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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を
読
ん
で
も
決
定
で
き
ず
︑
何
度
審
理
し
て
も
終
結
で
き
ず
︑
よ
っ
て
和
解
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
顚
末
で
あ
る
︒

︹
蓋
未
進
公
門
︑
両
造
尚
未
大
破
情
面
︒
果
欠
者
或
不
致
於
尽
昧
天
良
︑
且
批
為
両
平
息
訟
之マ

批マ

︑
所
批
之
隣
保
又
為
可
以
和
解
息

事
之
人
︑
大
半
自
行
清
理
禀
覆
︑
銷
案
完
事
︒
其
不
能
了
而
仍
須
到
官
者
︑
究
竟
有
査
覆
人
可
問
︒
此
外
理
所
無
而
事
恒
有
者
︑
倣

此
批
発
︒
実
因
民
間
各
有
其
情
・
其
理
︑
不
可
尽
以
常
情
・
常
理
概
論
︑
不
能
不
使
之
調
停
息
事
之
辦
法
也
︒
︙
︙
蓋
此
類
銭
債
控

追
・
控
争
事
件
︑
惟
求
其
心
平
気
和
肯
結
︑
不
必
定
於
訊
明
虚
実
執
法
︑
以
増
其
不
解
之
怨
耳
︒
此
看
巻
不
能
決
︑
連
審
不
能
結
︑

仍
帰
和
息
之
始
末
也
（
109
）︒︺

張
五
緯
が
特
に
金
銭
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
曖
昧
な
批
を
下
し
た
理
由
は
︑
官
の
能
力
で
は
効
果
的
あ
る
い
は
根
本
的
な
解
決
が
困
難
と
考

え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
（
110
）︒
金
銭
以
外
の
紛
争
に
つ
い
て
は
史
料
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
う
し
た
案
件
は
証
拠
が
乏
し
く
水
掛
け

論
に
終
始
す
る
可
能
性
を
有
す
る
案
件
は
︑
極
力
審
理
の
労
力
や
時
間
を
割
き
た
く
な
い
（
あ
る
い
は
実
際
上
割
け
な
い
）
と
の
認
識
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
認
識
は
張
五
緯
以
外
の
官
僚
も
有
し
て
い
た
︒
例
え
ば
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
劉
衡
も
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

民
間
の
些
細
な
争
い
は
︑
あ
る
い
は
両
当
事
者
の
関
係
が
親
類
や
隣
近
所
で
あ
っ
て
︑
そ
の
訴
状
は
元
来
軽
々
し
く
准
と
す
べ
き
で

な
い
︒
確
か
に
︑
事
件
が
官
の
断
を
経
れ
ば
曲
直
は
判
然
と
す
る
が
︑
負
け
た
側
で
不
満
を
抱
か
な
い
者
は
い
な
い
︒
往
々
に
し
て

い
つ
ま
で
も
恨
み
を
抱
い
て
禍
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
り
︑
民
の
財
産
を
消
耗
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
︒

︹
民
間
細
故
︑
或
両
造
関
係
親
隣
︑
其
呈
詞
原
不
宣
軽
準
︒
誠
以
事
経
官
断
︑
則
曲
直
判
然
︑
負
者
不
無
芥
蔕
︒
往
往
有
因
此
搆
怨
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久
而
醸
禍
者
︑
不
但
耗
費
民
財
已
也
（
111
）︒︺

官
が
も
し
随
時
訴
状
を
受
け
付
け
た
な
ら
ば
︑
親
類
や
近
所
の
者
が
い
て
も
︑
説
得
に
及
ば
ず
訴
訟
と
な
る
︒
一
度
官
が
訊
問
し
て

断
を
下
せ
ば
︑
曲
直
は
明
ら
か
に
な
る
が
︑
勝
っ
た
側
は
得
る
も
の
が
多
く
な
く
︑
負
け
た
側
は
面
目
を
失
い
︑
怒
り
を
溜
め
込
む

こ
と
が
い
よ
い
よ
深
い
︒
そ
の
害
と
き
た
ら
︑
言
う
に
堪
え
な
い
も
の
で
あ
る
︒

︹
官
若
随
時
収
呈
︑
則
雖
有
親
隣
︑
不
及
勧
阻
而
訟
成
矣
︒
一
経
官
為
訊
断
︑
曲
直
分
明
︑
勝
者
所
値
無
多
︑
負
者
頓
失
顔
面
︑
蓄

忿
漸
深
︒
其
害
有
不
勝
言
者
（
112
）︒︺

と
述
べ
︑
張
五
緯
と
同
じ
く
︑
官
が
訴
え
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
却
っ
て
訴
訟
当
事
者
に
経
済
的
負
担
を
負
わ
せ
︑
体
面
を
傷
付
け
︑

後
々
ま
で
恨
み
を
残
す
原
因
に
な
る
と
警
戒
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
第
三
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
汪
輝
祖
の
言
及
か
ら
は
︑
逆
に
明
確
な
﹁
不
准
﹂（
駁
）
の
批
を
出
す
こ
と
で
︑
却
っ
て
当
事

者
間
の
紛
争
が
悪
化
す
る
危
険
が
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
止
す
る
た
め
に
も
︑
敢
え
て
明
確
に
﹁
不
准
﹂
の
判
断
を
示
す
べ
き
で

は
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
少
な
く
と
も
﹁
不
准
﹂
と
は
明
言
し
な
い
批
を
出
す
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
こ
か

ら
も
曖
昧
な
判
断
内
容
の
批
は
明
確
な
﹁
不
准
﹂
を
回
避
す
る
た
め
に
敢
え
て
下
す
場
合
が
あ
っ
た
と
分
か
る
︒

以
上
の
内
︑
張
五
緯
と
劉
衡
の
見
解
で
は
︑
訴
訟
当
事
者
の
禍
根
を
残
さ
な
い
こ
と
を
重
視
し
︑
そ
の
実
現
手
段
と
し
て
在
地
で
の
解

決
を
評
価
し
て
い
る
︒
一
方
で
汪
輝
祖
は
︑
訴
え
を
﹁
駁
﹂
と
し
た
場
合
と
﹁
准
﹂
と
し
た
場
合
の
ど
ち
ら
に
し
て
も
問
題
が
生
じ
る
と

し
︑
回
避
策
と
し
て
在
地
で
の
解
決
に
言
及
す
る
︒
各
見
解
で
差
異
は
見
ら
れ
る
が
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
官
の
裁
判
で
は
紛
争
を
適
切
に
解

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
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決
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
在
地
で
の
解
決
が
必
要
だ
と
い
う
点
で
︑
い
ず
れ
の
認
識
も
一
致
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
乾
隆
一
四
（
一
七
四
九
）
年
当
時
の
浙
江
省
台
州
府
知
府
は
︑
上
司
で
あ
る
浙
江
按
察
使
へ
の
詳
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

戸
婚
・
田
土
・
銭
債
・
追
租
な
ど
の
案
件
は
地
方
官
庁
が
訴
状
を
受
け
付
け
て
い
る
が
︑
た
だ
訴
え
の
内
容
が
事
実
で
な
い
こ
と
を

恐
れ
︑
直
ち
に
准
と
は
せ
ず
︑
あ
る
い
は
事
情
が
微
細
で
あ
る
た
め
︑
法
廷
審
理
を
免
じ
る
︒
そ
こ
で
︑
訴
え
た
事
柄
を
考
慮
し

て
︑
郷
保
・
原
媒
・
原
中
・
族
隣
・
証
人
等
に
そ
れ
ぞ
れ
批
で
指
示
し
て
事
実
を
調
査
し
て
報
告
さ
せ
︑
あ
る
い
は
調
停
を
命
じ
︑

あ
る
い
は
催
促
や
交
渉
を
命
じ
る
︒
批
示
し
た
後
で
直
ち
に
牌
で
こ
の
訴
状
を
﹇
差
役
に
﹈
与
え
︑﹇
差
役
が
そ
れ
を
持
っ
て
行
っ

て
﹈
郷
保
等
に
交
付
し
︑
牌
﹇
に
書
か
れ
た
指
示
﹈
に
従
っ
て
処
理
し
復
命
さ
せ
る
︒
︙
︙
も
し
報
告
内
容
が
え
こ
ひ
い
き
し
た

り
︑
処
理
が
不
公
平
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
︑
︙
︙
必
ず
審
理
す
べ
き
場
合
は
︑
そ
の
後
に
差
役
を
派
遣
し
て
﹇
関
係
者

を
﹈
召
喚
の
上
で
審
理
す
る
︒
︙
︙
こ
れ
は
民
の
た
め
の
統
治
手
法
で
あ
り
︑
民
に
累
を
及
ぼ
す
統
治
手
法
で
は
な
い
︒
︙
︙

︹
民
間
戸
婚
・
田
土
・
銭
債
・
追
租
等
件
︑
地
方
有
司
接
受
呈
詞
︑
惟
恐
所
呈
不
実
︑
未
便
即
与
准
理
︑
又
或
事
属
微
細
︑
免
致
匍

匐
公
庭
︒
是
以
按
其
所
控
之
事
︑
分
別
批
示
郷
保
・
原
媒
・
原
中
・
族
隣
・
詞
証
人
等
査
実
具
禀
︑
或
飭
理
処
︑
或
飭
催
交
︒
批
出

之
後
︑
即
牌
給
本
呈
︑
令
其
齎
交
郷
保
等
︑
遵
牌
査
理
具
覆
︒
︙
︙
倘
所
覆
偏
袒
不
公
︑
理
処
未
得
其
平
︑
︙
︙
必
須
審
理
者
︑
然

後
差
拘
集
審
︒
︙
︙
此
便
民
之
政
︑
非
累
民
之
政
也
︒
︙
︙
（
113
）︺

こ
こ
で
は
︑
法
廷
審
理
を
行
う
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
先
立
ち
︑﹁
准
﹂
と
は
明
言
せ
ず
に
在
地
へ
下
げ
渡
し
て
調
査
や
調
停
を
命

じ
る
理
由
と
し
て
︑
訴
状
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
を
官
と
し
て
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
︒
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こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
︑
淡
新
檔
案
に
お
い
て
も
言
及
が
確
認
で
き
る
︒
親
族
間
の
紛
争
で
あ
る
︻
二
二
二
二
五
︼
の
光
緒
一
八

（
一
八
九
二
）
年
六
月
三
日
に
お
け
る
批
の
中
で
︑
新
竹
県
知
県
沈
継
曽
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

一
族
共
同
の
財
産
で
ゴ
タ
ゴ
タ
が
あ
れ
ば
︑
同
族
や
同
房
の
長
を
迎
え
て
共
同
で
議
論
す
る
の
が
最
も
よ
い
方
法
で
あ
る
︒
一
度
法

廷
で
裁
判
を
受
け
れ
ば
︑
あ
れ
こ
れ
飾
り
立
て
た
り
隠
し
た
り
し
て
︑
各
当
事
者
は
架
空
の
事
実
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
︒
そ
の
中

の
詳
し
い
内
情
や
真
実
は
︑
実
に
官
の
知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒

︹
公
業
有
所
糾
葛
︑
莫
善
於
邀
集
族
房
長
公
同
理
論
︒
一
経
対
簿
公
庭
︑
則
彼
此
飾
是
隠
非
︑
各
逞
禱
幻
︒
其
中
委
曲
・
真
情
︑
誠

非
官
所
能
深
悉
也
（
114
）︒︺

こ
こ
で
も
︑
当
事
者
等
が
自
身
に
有
利
な
断
を
求
め
て
行
動
す
る
中
で
は
︑
官
と
し
て
も
容
易
に
事
実
を
確
認
で
き
な
い
と
対
応
の
限

界
を
指
摘
し
︑
在
地
で
の
解
決
の
意
義
を
強
調
す
る
︒

以
上
の
見
解
か
ら
は
︑
官
が
訴
訟
当
事
者
の
詳
し
い
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
︑
誣
告
の
危
険
性
も
あ
り
得
る
こ
と
を
背
景
と

し
て
︑
在
地
へ
下
げ
渡
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
れ
は
同
時
に
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
積
極
的
に
評
価
し
︑
官
の
法
廷
は

そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
の
補
助
的
な
手
段
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
︒

こ
の
他
康
熙
～
雍
正
期
に
地
方
官
を
歴
任
し
た
魏
錫
祚
は
︑
告
示
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
評
価
す
る
︒

そ
も
そ
も
戸
婚
や
田
土
は
︑
い
や
し
く
も
争
い
に
な
れ
ば
︑
も
と
よ
り
訴
訟
沙
汰
に
な
る
こ
と
は
免
れ
難
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
た
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﹁
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﹂
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だ
県
に
訴
え
て
き
た
と
し
て
も
︑
批
﹇
の
内
容
﹈
を
知
っ
た
郷
約
や
地
保
・
親
族
や
近
隣
・
仲
介
人
や
証
人
に
調
停
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
︒
果
た
し
て
こ
れ
で
処
理
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑﹇
調
停
者
達
が
﹈
県
に
禀
で
報
告
し
﹇
そ
れ
を
受
け
て
県
が
﹈
審
理
・
判

断
を
行
う
こ
と
で
︑
直
ぐ
に
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︹
夫
戸
婚
田
土
︑
苟
有
争
執
︑
固
難
免
於
告
理
︒
然
止
宜
控
県
︑
聴
批
郷
地
・
親
隣
・
中
証
調
処
︒
或
果
不
能
処
明
︑
禀
県
審
断
︑

即
可
了
結
（
115
）︒︺

こ
の
よ
う
に
︑
戸
婚
田
土
の
案
件
は
ま
ず
在
地
で
の
調
停
に
委
ね
︑
官
は
そ
れ
で
解
決
し
な
い
場
合
の
補
助
的
な
役
割
に
徹
す
る
べ
き

で
︑
こ
れ
に
よ
り
有
効
に
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
と
主
張
す
る
︒
紛
争
解
決
を
在
地
に
委
ね
る
理
由
に
つ
い
て
詳
細
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
︑
迅
速
な
解
決
を
可
能
と
す
る
手
法
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
点
を
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

第
二
節　

在
地
で
の
紛
争
解
決
に
対
す
る
警
戒

本
節
で
は
︑
第
一
節
と
は
逆
に
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
を
否
定
的
に
捉
え
た
見
解
を
取
り
上
げ
る
︒

ま
ず
は
︑
乾
隆
三
（
一
七
三
八
）
年
の
湖
南
省
上
級
官
等
に
よ
る
一
連
の
議
論
を
考
察
す
る
︒
こ
の
中
で
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑

議
論
の
契
機
と
な
っ
た
岳
常
澧
道
道
員
の
見
解
で
あ
る
︒

州
県
の
訴
訟
で
濫
り
に
郷
保
に
批
で
命
じ
て
調
査
・
報
告
さ
せ
て
い
る
習
慣
は
︑
是
非
と
も
取
り
除
く
べ
き
で
あ
る
︒
︙
︙
郷
保
の

如
き
は
巷
の
小
民
に
過
ぎ
な
い
︒
︙
︙
当
該
地
方
官
が
裁
判
を
怠
け
て
お
り
︑
お
よ
そ
訴
訟
が
あ
っ
て
郷
保
に
批
発
す
る
の
は
︑
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六
・
七
割
に
も
上
る
︒
若
輩
（
116
）が
一
度
官
の
批
を
受
け
た
な
ら
ば
︑
好
き
勝
手
に
し
て
底
な
し
に
貪
欲
で
あ
り
︑
是
非
を
転
倒
し
一
方

的
に
加
担
し
て
報
告
す
る
︒
州
県
も
皆
自
ら
審
理
す
る
こ
と
は
な
く
︑
草
卒
に
批
で
締
め
括
り
︑
結
局
は
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
案

件
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
︙
︙

︹
州
県
詞
訟
濫
批
郷
保
査
覆
之
習
︑
宜
除
也
︒
︙
︙
若
郷
保
︑
則
里
巷
小
民
耳
︒
︙
︙
該
地
方
官
懶
于
聴
断
︑
凡
遇
詞
訟
批
発
郷
保

者
︑
十
有
六
七
︒
若
輩
一
遇
官
批
到
乎
︑
肆
無
忌
憚
飽
其
貪
壡
︑
則
顚
倒
是
非
︑
但マ
マ

護
（
117
）具
復
︒
州
県
並
不
再
加
親
鞫
︑
草
卒
批
結
︑

竟
成
鉄
案
︒
︙
︙
（
118
）︺

道
員
の
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
︑
湖
南
布
政
使
・
按
察
使
（
両
司
）
は
︑
共
同
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

民
間
の
紛
争
や
戸
婚
田
土
の
細
事
は
︑
︙
︙
一
律
に
差
役
を
派
遣
し
て
拘
束
す
る
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
︒
思
う
に
︑
衙
役
等
は

往
々
に
し
て
狼
が
貪
っ
た
り
虎
が
嚙
む
よ
う
に
し
た
り
し
て
行
動
し
︑
何
か
事
件
が
起
こ
れ
ば
事
を
大
き
く
し
︑
両
当
事
者
が
法
廷

へ
出
て
い
な
い
の
に
早
く
も
既
に
有
り
金
を
使
い
果
た
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
仔
細
に
検
討
を
尽
く
し
︑
最
終
的
に
郷
保
に
諭
で

命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
︒
そ
の
際
は
︑
あ
る
い
は
一
族
・
近
隣
に
同
席
さ
せ
︑
あ
る
い
は
仲
介
人
や
証
人
を
招
き
︑

公
平
に
和
解
し
て
報
告
さ
せ
︑
是
非
を
察
し
て
終
結
を
批
示
す
る
︒
こ
れ
も
ま
た
紛
争
を
解
決
し
て
人
々
を
安
ん
じ
︑
胥
役
の
賄
賂

要
求
を
防
ぐ
一
法
で
あ
る
︒
郷
保
は
本
来
官
庁
の
下
役
で
は
な
い
た
め
︑﹇
官
の
威
勢
を
﹈
頼
み
と
す
る
こ
と
は
な
く
巷
で
﹇
当
事

者
達
と
﹈
共
に
暮
ら
し
て
い
る
た
め
︑
い
や
し
く
も
威
勢
を
張
っ
て
武
断
が
過
ぎ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
彼
等
﹇
当
事
者
達
﹈
も
ま
た

侮
ら
れ
た
ま
ま
甘
ん
じ
る
こ
と
は
な
い
︒
︙
︙
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﹁
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﹂
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︹
民
間
鼠
牙
雀
角
・
戸
婚
田
土
細
故
︑
︙
︙
不
便
概
行
差
拘
︒
蓋
縁
衙
役
人
等
往
往
狼
貪
虎
噬
︑
遇
事
生
風
︑
以
致
両
造
未
到
公

庭
︑
早
已
傾
囊
倒
篋
︒
仔
細
籌
尽
︑
遂
有
不
得
不
諭
令
郷
保
︑
或
同
族
隣
︑
或
邀
中
証
︑
秉
公
調
処
禀
覆
︑
察
其
是
非
批
示
完
結

者
︒
此
亦
息
事
寧
人
︑
并
杜
胥
役
索
詐
之
一
法
也
︒
総
以
郷
保
本
非
衙
門
人
役
︑
無
恃
可
倚
同
居
里
巷
︑
苟
非
逞
威
作
勢
武
断
過

甚
︑
伊
等
亦
未
敢
甘
受
其
欺
︒
︙
︙
（
119
）︺

両
司
は
︑
法
廷
審
理
を
行
う
際
に
必
ず
関
与
す
る
胥
吏
や
差
役
と
い
っ
た
官
庁
の
下
役
の
害
と
比
較
し
て
郷
村
役
や
親
族
な
ど
に
よ
る

紛
争
解
決
の
長
所
や
信
頼
性
を
評
価
し
つ
つ
も
︑
続
け
て
次
の
よ
う
に
在
地
で
の
紛
争
解
決
へ
の
制
約
に
言
及
す
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
当
該
府
・
直
隷
州
の
所
属
﹇
州
県
官
﹈
が
あ
る
い
は
不
正
・
不
公
平
に
政
務
を
執
り
行
い
︑
若
輩
が
些
末
な
こ
と

に
か
こ
つ
け
て
賄
賂
を
要
求
す
る
風
習
の
発
端
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
よ
っ
て
岳
常
澧
道
が
述
べ
る
通
り
︑
管
轄
の
各
官
庁
に
厳

し
く
通
達
し
︑
以
後
も
し
婚
姻
に
お
け
る
搶
奪
や
土
地
を
盗
ん
で
の
売
買
︑
並
び
に
倫
理
に
関
す
る
闘
争
で
そ
の
事
情
が
些
細
で
な

い
と
い
っ
た
場
合
は
︑
一
律
に
郷
保
へ
批
発
し
て
調
停
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
︒
︙
︙

︹
但
恐
該
府
州
所
属
︑
或
有
任
奸
偏
聴
︑
致
啓
若
輩
藉
端
需
索
之
風
︑
亦
未
可
定
︒
応
如
岳
常
澧
道
所
陳
︑
請
厳
飭
該
属
有
司
︑
嗣

後
如
遇
婚
姻
中
之
搶
奪
及
盗
売
・
盗
買
之
田
土
并
争
闘
有
関
倫
理
︑
其
情
事
非
属
細
故
者
︑
不
許
概
批
郷
保
調
処
︒
︙
︙
（
120
）︺

布
按
両
司
は
州
県
官
が
裁
判
な
ど
の
政
務
を
不
公
正
に
運
営
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
︑
加
え
て
郷
村
役
の
間
で
賄
賂
が
蔓
延
す
る
こ
と
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
下
僚
の
見
解
に
対
し
て
︑
湖
南
巡
撫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

地
方
の
郷
保
は
︑
例
と
し
て
盗
賊
・
逃
亡
犯
・
賭
博
・
耕
作
用
の
牛
の
私
的
な
屠
殺
を
取
り
締
ま
り
︑
ま
た
人
命
案
件
・
失
火
を
官

へ
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
が
専
ら
自
身
の
責
任
に
属
す
る
事
務
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
民
間
の
出
来
事
に
対
し
て
︑

ど
う
し
て
関
与
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
州
県
は
直
接
民
に
接
す
る
官
で
あ
り
︑
お
よ
そ
訴
え
が
あ
っ
て
受
理
す
べ
き
で
あ
れ
ば
︑
事

の
大
小
を
問
わ
ず
︑
全
て
自
ら
調
査
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
郷
保
に
批
発
し
て
︑
彼
等
が
利
を
貪
っ
て
私
利
を
営
ん

だ
り
︑
事
案
を
引
き
延
ば
し
た
り
し
て
累
を
生
じ
さ
せ
る
の
を
認
め
ら
れ
よ
う
か
︒
︙
︙

︹
地
方
郷
保
︑
例
止
稽
査
盗
・
逃
・
賭
博
・
私
宰
耕
牛
及
呈
報
命
案
・
失
火
︑
是
其
専
責
︒
其
余
民
事
︑
豈
宜
干
預
︒
州
県
親
民
之

官
︑
凡
遇
詞
訟
応
行
受
理
者
︑
事
無
鉅
細
︑
倶
応
躬
親
剖
決
︒
豈
可
批
発
郷
保
︑
致
伊
等
貪
利
営
私
︑
拖
延
滋
累
︒
︙
︙
（
121
）︺

こ
の
よ
う
に
︑
巡
撫
は
特
定
の
違
法
行
為
の
取
締
り
を
除
き
︑
郷
保
は
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
関
与
し
て
は
な
ら
ず
︑
全
て
地
方

官
が
訴
え
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
を
示
し
︑
当
時
湖
南
省
内
の
州
県
で
広
ま
っ
て
い
た
郷
村
役
へ
多
く
の
案
件
を
下

げ
渡
す
と
い
う
実
務
慣
行
は
︑
一
部
の
案
件
を
除
き
︑
道
以
上
の
上
級
機
関
に
否
定
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
同
一
省
内
で
も
州
県
の

よ
う
な
下
級
機
関
と
道
以
上
の
上
級
機
関
と
の
間
に
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
際
の
手
続
を
め
ぐ
り
認
識
の
相
違
が
存
在
し
た
こ
と
が
分

か
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
官
に
よ
る
在
地
へ
の
紛
争
解
決
下
げ
渡
し
の
問
題
点
は
解
決
さ
れ
ず
︑
乾
隆
一
八
（
一
七
五
三
）
年
に
も
湖
南
巡
撫

が
以
下
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
122
）︒
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州
県
は
告
期
ご
と
に
訴
状
を
受
け
付
け
︑
数
件
を
批
で
﹁
准
﹂
と
す
る
他
︑
常
に
口
喧
嘩
・
些
細
な
悪
感
情
・
銭
債
の
細
事
は
保

隣
・
戸
族
・
里
老
・
中
証
等
に
批
で
調
査
・
処
理
を
命
じ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
も
と
よ
り
紛
争
を
減
ら
し
て
憤
激
を
解
き
︑
紛
争
を

収
め
て
民
を
安
寧
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ず
る
賢
い
こ
と
が
習
慣
と
な
り
︑
噓
偽
り
が
多
発
し
︑
訴
状
に
記
載
さ

れ
た
保
隣
・
中
証
人
等
で
結
託
し
て
気
脈
を
通
じ
て
い
な
い
者
は
い
な
い
︒
︙
︙

︹
州
県
毎
告
収
取
呈
状
︑
批
准
数
件
之
外
︑
毎
以
口
角
・
微
嫌
・
銭
債
細
故
︑
批
令
保
隣
・
戸
族
・
里
老
・
中
証
等
査
処
︑
固
属
鮮

争
・
釈
忿
︑
息
事
寧
民
之
意
︒
但
刁
健
成
習
︑
詐
偽
多
端
︑
其
詞
内
所
載
之
保
隣
・
中
証
人
等
︑
無
非
串
通
一
気
之
人
︒
︙
︙
（
123
）︺

こ
こ
で
巡
撫
は
︑
州
県
が
受
け
付
け
た
訴
え
の
大
半
を
郷
村
役
な
ど
に
下
げ
渡
し
て
い
る
と
批
判
し
つ
つ
︑
紛
争
解
決
に
有
効
で
あ
る

こ
と
は
認
め
て
い
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
こ
う
し
た
在
地
の
人
間
に
よ
る
調
停
で
は
︑
調
停
者
の
独
立
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
も
述
べ
る
︒

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
に
内
在
し
て
い
た
性
質
と
言
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
訴
訟
当
事
者
と
関
わ
り
が
深

い
人
物
や
紛
争
の
要
因
・
諸
事
情
を
予
め
承
知
し
て
い
る
人
物
が
間
に
立
て
ば
納
得
の
い
く
解
決
に
至
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う

が
︑
一
方
で
調
停
者
が
独
立
し
た
第
三
者
と
し
て
行
動
し
難
い
と
い
う
側
面
も
有
し
︑
逆
に
公
平
・
公
正
な
紛
争
解
決
が
遠
退
く
こ
と
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
乾
隆
初
期
に
江
西
省
で
按
察
使
を
務
め
た
凌
燽
は
︑
郷
村
役
に
事
案
の
調
査
を
委
ね
る
べ
き
と
す
る
府
か
ら
の
提
案
に
対
し

て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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当
該
府
が
述
べ
た
︑
改
め
て
郷
長
を
設
け
て
事
件
を
調
査
さ
せ
る
と
の
意
見
に
つ
い
て
︒
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
地
方
の
裁
判
で
理
非
曲

直
を
断
じ
る
際
︑
責
任
は
官
員
に
あ
る
︒
郷
保
に
批
発
し
て
﹇
紛
争
を
解
決
さ
せ
て
﹈
い
る
の
は
︑
元
来
地
方
の
悪
習
で
あ
る
︒
思

う
に
︑
郷
保
の
中
で
公
平
正
直
な
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
︑
同
じ
郷
里
の
人
間
で
あ
る
以
上
︑
親
し
い
者
を
庇
う
こ
と
は
免
れ
な

い
︒
是
非
曲
直
に
︑
ど
う
し
て
偏
り
や
隠
蔽
が
な
い
と
言
え
よ
う
か
︒
地
方
官
は
審
断
を
怠
っ
て
容
易
く
好
き
勝
手
に
批
で
﹇
紛
争

の
解
決
を
郷
保
に
﹈
下
げ
渡
し
︑
陽
に
は
事
務
を
省
く
と
い
う
名
目
に
か
こ
つ
け
︑
陰
に
は
ご
ま
か
す
弊
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
︒

地
方
の
佐
雑
官
が
民
の
訴
え
に
批
を
与
え
て
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒﹇
佐
雑
官
で
す
ら
訴
訟
を
処

理
し
て
は
な
ら
な
い
の
に
﹈
ど
う
し
て
郷
長
に
批
発
し
て
︑
弊
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
郷
長
と

い
う
役
は
有
徳
の
老
人
が
就
く
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
地
方
官
に
命
じ
て
分
を
弁
え
温
厚
で
慎
み
深
い
人
物
を
選
ぶ
べ
き
で
あ

る
︒
︙
︙
裁
判
の
中
で
︑
果
た
し
て
口
喧
嘩
と
い
っ
た
些
細
な
争
い
お
よ
び
土
地
・
債
権
関
係
の
細
事
で
あ
れ
ば
︑﹇
郷
長
に
﹈
調

停
を
命
じ
る
︒
も
し
調
停
に
不
服
の
者
が
い
れ
ば
︑
直
ち
に
郷
長
に
命
じ
て
原
告
・
被
告
と
共
に
﹇
案
件
の
処
理
を
﹈
法
廷
へ
戻

し
︑
地
方
官
は
即
座
に
断
を
下
し
て
﹇
調
停
の
指
令
書
を
﹈
返
納
さ
せ
︑
も
っ
て
差
役
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
る
面
倒
を
生
じ
さ
せ

な
い
︒
そ
の
他
の
一
切
に
つ
い
て
は
︑
全
て
悪
習
に
因
循
し
て
で
た
ら
め
に
批
で
調
査
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
︒
︙
︙

︹
該
府
所
称
改
設
郷
長
承
査
事
件
之
処
︒
査
︑
地
方
詞
訟
剖
断
曲
直
︑
責
在
長
吏
︒
批
発
郷
保
︑
原
属
地
方
陋
習
︒
蓋
郷
保
中
公
平

正
直
者
無
幾
︑
同
属
郷
里
︑
未
免
各
庇
所
親
︒
曲
直
是
非
︑
豈
無
偏
蔽
︒
地
方
官
怠
于
問
断
︑
輙
擅
批
行
︑
陽
托
省
事
之
名
︑
陰
長

欺
朦
之
弊
︒
不
知
地
方
佐
雑
︑
尚
不
得
批
理
民
詞
︒
豈
容
混
批
郷
長
︑
致
滋
弊
竇
︒
但
郷
長
一
役
︑
即
属
耆
老
︑
応
飭
地
方
官
僉
択

安
分
醇
謹
之
人
︑
︙
︙
詞
訟
内
︑
果
係
口
角
細
故
及
田
債
不
明
細
事
︑
発
令
調
処
︒
如
有
不
服
処
息
者
︑
即
令
郷
長
喚
同
原
・
被
︑

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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当
堂
回
繳
︑
地
方
官
立
時
剖
断
省
釈
︑
以
免
差
擾
︒
其
余
一
切
︑
概
不
得
因
循
陋
習
混
行
批
査
︒
︙
︙
（
124
）︺

引
用
史
料
中
︑
凌
燽
は
郷
保
に
対
す
る
不
信
感
を
第
一
に
述
べ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
郷
保
は
現
地
で
の
人
間
関
係
に
捉
わ
れ
て
公
正
な

解
決
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
は
郷
保
の
属
性
か
ら
し
て
発
生
す
る
可
能
性
の
高
い
弊
害
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
州
県

官
の
対
応
に
対
し
て
も
︑
面
倒
を
避
け
る
た
め
審
理
を
行
わ
ず
安
易
に
郷
保
へ
下
げ
渡
し
て
い
る
と
批
判
を
加
え
る
︒
そ
し
て
郷
長
を
設

け
て
裁
判
の
補
助
を
担
わ
せ
る
と
い
う
府
か
ら
の
提
案
に
対
し
て
も
︑
原
則
と
し
て
裁
判
事
務
へ
の
関
与
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
佐
雑
官
と

対
比
し
て
︑
官
員
で
す
ら
な
い
郷
長
が
訴
訟
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
︒

凌
燽
は
︑
人
格
者
を
郷
長
と
し
て
選
任
す
れ
ば
取
り
敢
え
ず
口
喧
嘩
お
よ
び
土
地
・
負
債
と
い
っ
た
細
事
の
解
決
を
委
ね
て
も
よ
い
と

も
述
べ
︑
一
定
の
条
件
下
で
郷
長
に
よ
る
紛
争
解
決
を
肯
定
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
は
直
ち
に
官
の
法
廷
で
審
理

を
行
う
べ
き
だ
と
も
指
摘
し
て
お
り
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
や
は
り
在
地
で
の
解
決
に
不
信
を
抱
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

紛
争
を
在
地
へ
下
げ
渡
す
と
い
う
対
応
は
︑
本
節
で
取
り
上
げ
た
乾
隆
三
（
一
七
三
八
）
年
に
お
け
る
湖
南
省
の
岳
常
澧
道
道
員
の
言

及
か
ら
も
常
態
化
し
て
い
た
形
跡
が
窺
え
︑
乾
隆
初
期
の
州
県
で
は
こ
う
し
た
実
務
が
省
を
跨
い
で
常
態
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
乾
隆
後
期
の
浙
江
按
察
使
・
布
政
使
は
︑﹁
地
保
と
い
う
も
の
は
︑
村
の
中
で
職
に
あ
ぶ
れ
た
人
間
で
あ
り
︑
こ
の
役
職
に

就
き
た
い
と
願
う
者
が
い
れ
ば
︑
そ
の
者
を
充
当
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
︹
地
保
一
役
︑
乃
係
郷
中
無
業
之
民
︑
願
充
此
役
者
︑
准
其

充
当
（
125
）︺﹂
と
︑
地
保
に
対
す
る
不
信
感
を
述
べ
る
︒

一
方
で
︑
魏
錫
祚
や
湖
南
按
察
使
・
布
政
使
︑
さ
ら
に
は
郷
村
役
へ
強
い
不
信
を
有
す
る
凌
燽
で
さ
え
も
︑
細
事
で
あ
れ
ば
在
地
に
下

げ
渡
し
て
よ
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
細
事
の
裁
判
で
あ
れ
ば
下
げ
渡
す
と
い
う
認
識
は
︑
在
地
で
の
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解
決
の
賛
否
を
問
わ
ず
︑
清
代
の
地
方
官
僚
達
に
共
通
し
て
い
た
︒
恐
ら
く
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
が
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
て

も
︑
現
実
問
題
と
し
て
彼
等
の
手
を
借
り
ず
に
全
て
の
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
紛
争
は
官
の

裁
判
で
解
決
す
べ
き
と
い
う
理
念
と
︑
実
際
に
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
現
実
と
の
乖
離
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
訴
訟
係
属
の
判
断
に
際
し
て
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
と
い
う
曖
昧
な
批
が
下
さ
れ
た
背
景
を
︑
地
方
官
の
認
識
か
ら
検

討
し
た
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
官
が
訴
え
を
適
切
に
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
︑
こ
れ
を
補
う
手
段
と
し
て
在
地
へ
の
批
発
が
用
い
ら

れ
︑
こ
れ
が
﹁
准
﹂
と
も
﹁
不
准
﹂
と
も
明
言
さ
れ
な
い
曖
昧
な
判
断
領
域
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

清
代
の
官
僚
の
間
で
は
︑
在
地
へ
下
げ
渡
す
と
い
う
対
応
に
対
し
て
は
︑
そ
れ
を
紛
争
解
決
に
資
す
る
と
し
て
肯
定
す
る
見
解
も
あ
れ

ば
︑
官
と
し
て
の
責
任
を
放
棄
し
不
公
正
な
紛
争
解
決
を
招
く
と
い
う
批
判
も
存
在
し
た
（
126
）︒
こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
当
時
の
現
実
を
踏
ま

え
た
見
解
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
現
実
に
は
在
地
へ
下
げ
渡
す
こ
と
な
し
に
裁
判
を
運
営
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
国
家
が
紛
争

解
決
を
一
手
に
担
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
紛
争
を
放
置
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
︑
結
局
は
在
地
で
の
解
決
を

促
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
こ
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
︑
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
対
し
て
﹁
准
﹂
と
も
﹁
不
准
﹂
と
も
明
言
せ
ず
在
地
に
紛
争

解
決
を
委
ね
る
手
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

結
語

以
上
︑
清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
判
断
の
様
態
や
背
景
に
関
し
て
検
討
を
行
っ
た
︒
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
︑
大
き
く
次

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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の
三
点
で
あ
る
︒

一
点
目
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
と
す
る
批
や
そ
の
境
界
線
の
曖
昧
さ
で
あ
る
︒
夫
馬
氏
の
研
究
で
は
﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間
に
広

大
な
﹁
未
准
﹂
が
存
在
す
る
と
し
つ
つ
︑﹁
不
准
﹂
を
将
来
的
に
受
理
し
な
い
断
定
的
判
断
︑﹁
未
准
﹂
を
将
来
的
に
受
理
す
る
可
能
性
が

あ
る
暫
定
的
判
断
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
定
義
付
け
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
明
確
な
区
別
は
同
時
期
の
中
国
で
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
︑﹁
不
准
﹂
と
呼
ぶ
に
せ
よ
﹁
未
准
﹂
と
呼
ぶ
に
せ
よ
︑
少
な
く
と
も
本
稿
で
検
討
し
た
巴
県
以
外
の
地
域
で
は
︑
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
訴
状
を
読
ん
だ
地
方
官
が
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
そ
の
時
点
に
限
っ
た
判
断
で
あ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
が
結
果

的
に
最
終
判
断
と
な
る
場
合
も
あ
る
）︒

二
点
目
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
と
す
る
批
や
そ
の
境
界
線
の
曖
昧
さ
で
あ
る
︒
官
に
よ
る
権
力
行
使
を
宣
言
す
る
批
︑
そ
し
て
在
地

で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る
批
が
﹁
准
﹂
か
ら
﹁
不
准
﹂
の
中
で
ど
こ
に
属
す
る
か
は
︑
訴
え
を
受
け
付
け
る
地
方
官
の
意
図
に
よ
り
︑
あ

る
い
は
訴
状
の
内
容
（
訴
訟
当
事
者
の
意
図
）
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
曖
昧
な
批
が
下
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
官
に

よ
る
裁
判
の
限
界
と
在
地
で
の
紛
争
解
決
へ
の
期
待
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
り
︑
そ
の
解
消
手
段
と
し
て
こ
う
し
た
批
が
用
い
ら
れ
た
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑
清
代
中
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
の
判
断
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
と
す
る
判
断
と
取
り
上
げ
な
い
と
す

る
判
断
と
の
間
に
明
確
な
境
界
線
は
な
く
︑﹁
准
﹂
か
ら
﹁
不
准
﹂
に
至
る
ま
で
が
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
連
続
体
と
し
て
存
在

し
︑
そ
の
両
極
に
そ
れ
ぞ
れ
法
廷
審
理
を
行
う
と
う
と
の
判
断
と
訴
え
を
全
く
取
り
上
げ
な
い
と
の
判
断
が
位
置
し
た
と
言
え
る
︒
そ
し

て
︑
訴
え
を
受
け
付
け
る
地
方
官
は
︑
こ
う
し
た
広
が
り
を
持
つ
選
択
肢
の
中
か
ら
個
々
の
訴
え
に
最
適
と
考
え
る
手
段
を
批
で
示
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒

三
点
目
は
︑
曖
昧
な
判
断
領
域
を
生
み
出
し
た
地
方
官
の
認
識
で
あ
る
︒
彼
等
の
中
に
は
︑
訴
え
を
適
切
に
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
な
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場
合
︑
在
地
で
の
解
決
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
て
下
げ
渡
そ
う
と
す
る
者
が
い
る
一
方
で
︑
紛
争
の
解
決
は
官
の
職
務
で
あ
り
︑
調
停

者
の
資
質
や
人
格
の
問
題
に
よ
り
公
平
・
公
正
な
解
決
が
期
待
で
き
な
い
と
否
定
的
な
見
解
を
持
つ
者
も
い
た
︒
夫
馬
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
︑
訴
状
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
よ
る
懲
戒
を
回
避
し
た
り
︑
受
け
付
け
る
訴
訟
の
数
を
抑
制
し
た
り
す
る
目
的
で
﹁
准
﹂
で
も

﹁
不
准
﹂
で
も
な
い
判
断
領
域
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
か
ら
は
︑
む
し
ろ
在
地
へ
の
下
げ
渡
し
や

紛
争
解
決
の
あ
り
方
に
対
す
る
見
方
自
体
が
一
様
で
な
い
中
︑
実
効
性
の
あ
る
紛
争
解
決
を
図
る
た
め
︑
在
地
で
の
紛
争
解
決
を
命
じ
る

と
い
う
訴
え
を
取
り
上
げ
る
か
否
か
を
曖
昧
に
す
る
批
が
下
さ
れ
た
と
言
え
る
︒

一
方
で
︑
本
稿
に
お
い
て
積
み
残
し
た
課
題
も
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
と
す
る
﹁
准
﹂
の
批
は
︑
法
廷
審
理
に
言

及
す
る
も
の
と
差
役
の
派
遣
に
言
及
す
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
が
︑
両
者
の
差
異
つ
ま
り
﹁
准
﹂
の
中
身
に
つ
い
て
も
︑
よ
り
踏
み
込

ん
だ
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
い
ず
れ
も
官
と
し
て
対
応
に
乗
り
出
す
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
︑
地
方
官
自
身

が
直
接
担
当
す
る
法
廷
審
理
と
官
庁
の
下
役
に
過
ぎ
な
い
差
役
の
派
遣
と
で
は
︑
質
的
な
差
異
が
存
在
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

ま
た
︑
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
差
役
の
活
動
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ホ
ア
ン
氏
が
官
の
裁
判
と
民
間
の
調
停
と
が
共
同

し
て
作
用
す
る
﹁
第
三
領
域
﹂
の
一
環
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
お
り
（
127
）︑
滋
賀
秀
三
氏
の
研
究
で
も
彼
等
が
地
方
官
の
命
を
受

け
て
行
う
活
動
が
紛
争
解
決
に
果
た
し
た
役
割
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（
128
）︒
し
た
が
っ
て
︑
訴
え
を
受
け
付
け
る
地
方
官
も
︑
在
地
で
の
紛
争

解
決
の
み
な
ら
ず
︑
彼
等
下
役
の
働
き
を
前
提
に
訴
え
を
受
け
付
け
る
か
否
か
の
判
断
を
下
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
︑
こ
の
点
も
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
︒　

さ
ら
に
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
る
か
否
か
の
判
断
は
︑
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
地
域
差
が
存
在
し
て
お
り
︑
加
え
て
時
期
的
な
差
異

も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
清
代
中
国
の
法
実
務
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
よ
り
多
く
の
地
域
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
史
料

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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を
丹
念
に
検
討
し
た
考
察
が
望
ま
れ
る
が
︑
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
︑
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
本
稿
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
た
い
︒

参
照
文
献
（
日
本
語
読
み
五
十
音
順
）

　
　
﹁
史
料
﹂

・ 

官
箴
書
集
成
編
纂
委
員
会
編
﹃
官
箴
書
集
成
﹄（
中
国
︑
黄
山
書
社
︑
一
九
九
七
年
）

・ 

台
湾
大
学
﹁
深
化
台
湾
研
究
核
心
典
蔵
数
位
化
計
画
﹂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
國
立
臺
灣
大
學
﹁
深
化
臺
灣
研
究
核
心
典
藏
數
位
化
計
畫
﹂（U

R
L

：http://

dtrap.lib.ntu.edu.tw
/D

T
R

A
P/index.htm

）（
二
〇
二
一
年
七
月
二
日
最
終
閲
覧
）

・ 

﹃
淡
新
檔
案
﹄（
台
湾
︑
国
立
台
湾
大
学
（
第
一
～
四
冊
）︑
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
（
第
五
～
三
一
冊
）︑
一
九
九
五
年
～
二
〇
一
〇
年
）

・ 

包
偉
民
主
編
﹃
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
（
第
一
輯
）
﹄（
中
国
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
二
年
）

・ 

楊
一
凡
等
主
編
﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄（
中
国
︑
中
国
社
会
科
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
）

・ 

楊
一
凡
等
編
﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
乙
編
）
﹄（
中
国
︑
世
界
図
書
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
）

・ 

楊
一
凡
主
編
﹃
歴
代
珍
稀
司
法
文
献
﹄（
中
国
︑
社
会
科
学
文
献
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
）

・ 

楊
一
凡
等
編
﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄（
中
国
︑
社
会
科
学
文
献
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
）

　
　
﹁
研
究
書
・
論
文
﹂

・ 

太
田
出
﹃
中
国
近
世
の
罪
と
罰
―
犯
罪
・
警
察
・
監
獄
の
社
会
史
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
）

・ 

滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄（
戧
文
社
︑
一
九
八
四
年
）

・ 

同
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄（
戧
文
社
︑
二
〇
〇
九
年
）

・ 

戴
炎
輝
﹁
清
代
台
湾
に
お
け
る
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
―
淡
新
檔
案
を
資
料
と
し
て
―
﹂（﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
八
一
巻
三
・
四
号
︑
一
九
六
八
年
）

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
一
册

― 50 ―



・ 
戴
炎
輝
﹃
清
代
台
湾
之
郷
治
﹄（
台
湾
︑
聯
経
出
版
︑
一
九
七
九
年
）

・ 
寺
田
浩
明
﹁
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
﹁
約
﹂
の
性
格
﹂（
溝
口
雄
三
他
編
﹃
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
﹇
四
﹈
社
会
と
国
家
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九

四
年
）
所
収
）

・ 

寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
）

・ 

那
思
陸
﹃
清
代
州
県
衙
門
審
判
制
度
﹄（
台
湾
︑
文
史
哲
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
）

・ 

夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂（
夫
馬
進
編
﹃
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
﹄（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
）
所
収
）

・ 

夫
馬
進
﹁
中
国
近
世
の
訴
訟
と
社
会
﹂（
吉
田
光
男
編
著
﹃
東
ア
ジ
ア
近
世
近
代
史
研
究
﹄（
一
般
財
団
法
人 

放
送
大
学
教
育
振
興
会
︑
二
〇
一
七
年
）

第
六
章
）

・ Philip C
.C

. H
uang, C

ivil Justice in C
hina: R

epresentation and Practice in the Q
ing

（Stanford U
niversity Press, 1996

）

注（
1
）　
﹁
呈
﹂
と
は
︑
訴
状
の
様
式
の
一
種
︒
民
衆
か
ら
官
へ
訴
え
た
り
上
申
す
る
際
の
一
般
的
な
様
式
︒
郷
紳
層
が
主
に
用
い
た
様
式
は
﹁
禀
﹂（
私
信

形
式
の
上
行
文
︒
公
文
書
の
一
種
で
あ
り
︑
訴
状
以
外
に
下
級
官
員
か
ら
上
級
官
員
へ
の
連
絡
に
よ
く
用
い
た
）
で
あ
る
が
︑
厳
格
な
決
ま
り
は
な

く
︑
法
的
効
果
も
変
わ
ら
な
い
︒
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
五
一
頁
以
下
︑
同
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
二
八
頁
以
下
︑
寺
田

浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
四
三
頁
を
参
照
︒

（
2
）　

官
僚
の
見
解
を
示
す
書
き
付
け
︒
批
で
﹁
准
﹂
と
判
断
を
下
す
こ
と
を
﹁
批
准
﹂︑
批
で
﹁
不
准
﹂
と
判
断
す
る
こ
と
を
﹁
批
駁
﹂
や
﹁
批
斥
﹂︑

批
で
指
示
や
命
令
を
下
す
こ
と
を
﹁
批
示
﹂︑
批
で
事
案
を
下
げ
渡
す
こ
と
を
﹁
批
発
﹂
と
言
う
︒
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
五
一
頁

お
よ
び
一
五
四
頁
以
下
︑
同
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
二
八
頁
以
下
︑
寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
六
六
～
一
六
七
頁
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
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（
3
）　
﹁
準
﹂
も
同
義
︒
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
﹁
准
﹂
を
用
い
る
が
︑
史
料
上
の
表
記
が
﹁
準
﹂
で
あ
る
場
合
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
︒

（
4
）　

現
代
日
本
の
﹁
受
理
﹂
は
主
に
行
政
庁
の
行
為
に
対
し
て
用
い
る
語
だ
が
︑
行
政
と
司
法
が
分
離
し
て
い
な
い
清
代
中
国
に
お
い
て
は
︑
清
代
中

国
に
お
い
て
は
︑
裁
判
機
関
で
も
あ
る
行
政
官
庁
で
訴
状
が
﹁
受
理
﹂（
当
時
の
用
語
で
は
﹁
准
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
）
さ
れ
た
こ
と

が
訴
訟
の
係
属
を
意
味
し
た
︒
本
稿
で
は
︑
現
代
日
本
に
お
け
る
用
語
と
区
別
す
る
た
め
︑
先
行
研
究
や
史
料
原
文
で
﹁
受
理
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
場
合
は
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
用
い
︑
本
文
お
よ
び
注
で
は
原
則
と
し
て
﹁
訴
え
を
取
り
上
げ
る
﹂・﹁
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
﹂
な
ど
と
表
記
す

る
︒

（
5
）　

戴
炎
輝
﹁
清
代
台
湾
に
お
け
る
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
―
淡
新
檔
案
を
資
料
と
し
て
―
﹂
一
二
四
頁
︒

（
6
）　

滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
六
五
頁
・
六
七
頁
注
（
二
〇
四
）・
一
五
四
頁
︒

（
7
）　

本
稿
引
用
の
史
料
中
︑（　

）
は
原
文
の
注
を
︑﹇　

﹈
は
筆
者
に
よ
る
注
を
︑︹　

︺
は
現
代
語
訳
に
対
応
し
た
原
文
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
︒

（
8
）　
﹃
西
江
視
臬
紀
事
﹄
巻
二
﹁
彙
催
各
属
上
行
案
件
并
造
報
日
理
事
件
議
詳
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
乙
編
）
﹄
第
一
一
冊
五
八
八
頁
以

下
）︑﹃
福
恵
全
書
﹄
巻
一
一
・
刑
名
部
﹁
放
告
﹂・﹁
批
閲
﹂（﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
三
冊
三
二
八
頁
以
下
）︒

（
9
）　

滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
五
四
～
一
五
九
頁
︑
寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
六
八
頁
以
下
︑
那
思
陸
﹃
清
代
州
県
衙
門
審
判
制

度
﹄
八
四
～
八
五
頁
︒

（
10
）　

な
お
滋
賀
氏
は
︑
淡
新
檔
案
に
は
﹁
准
﹂
で
も
﹁
不
准
﹂
で
も
な
く
︑
言
わ
ば
聞
き
置
く
と
す
る
批
が
非
常
に
多
い
と
指
摘
す
る
が
︑
そ
れ
以
上

の
詳
し
い
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
（
滋
賀
秀
三
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
三
六
頁
）︒

（
11
）　

夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂
七
九
～
八
〇
頁
︒

（
12
）　

夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂
八
二
頁
︒

（
13
）　

夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂
二
〇
～
二
一
頁
・
二
三
頁
・
二
五
～
二
九
頁
・
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
︒
夫
馬
進
﹁
中
国
近
世
の
訴
訟
と
社

会
﹂
一
二
八
～
一
二
九
頁
︒
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（
14
）　

例
え
ば
︑﹃
清
実
録
﹄
や
﹃
刑
案
匯
覧
﹄
な
ど
に
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
に
言
及
し
た
裁
判
や
官
員
の
懲
戒
処
分
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な

い
こ
と
か
ら
し
て
も
︑
こ
の
規
定
が
ど
こ
ま
で
（
特
に
地
方
）
官
僚
の
準
則
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
疑
問
が
残
る
︒

（
15
）　

本
稿
に
お
け
る
淡
新
檔
案
の
番
号
は
︑
台
湾
で
付
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
︒
な
お
︑
檔
案
の
内
容
は
︑
台
湾
大
学
図
書
館
で
出
版
さ

れ
た
点
校
本
﹃
淡
新
檔
案
﹄
お
よ
び
台
湾
大
学
﹁
深
化
台
湾
研
究
核
心
典
蔵
数
位
化
計
画
﹂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
デ
ー
タ
の
双
方

を
突
き
合
わ
せ
て
確
認
し
た
︒

（
16
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
二
一
八
―
一
︼︒

（
17
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
二
一
八
―
二
︼︒

（
18
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
三
五
―
一
︼︒

（
19
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
三
五
―
三
︼︒

（
20
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
三
五
―
四
︼︒

（
21
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
三
五
―
五
︼︒

（
22
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
〇
―
一
︼︒

（
23
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
〇
―
三
︼︒

（
24
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
〇
―
四
︼︒

（
25
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
七
―
一
︼︒

（
26
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
七
―
二
︼︒

（
27
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
一
九
―
一
︼︒

（
28
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
一
九
―
四
︼︒

（
29
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
〇
九
―
一
︼︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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（
30
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
〇
九
―
二
︼︒

（
31
）　

こ
の
一
一
月
八
日
の
訴
状
自
体
は
現
存
し
て
い
な
い
が
︑
後
述
す
る
一
一
月
三
日
の
訴
状
（
淡
新
檔
案
︻
二
二
六
〇
九
―
三
︼）
の
末
尾
に
︑
一

つ
前
の
訴
状
に
対
す
る
批
に
参
考
と
し
て
記
入
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
か
ら
八
日
に
も
訴
状
が
出
さ
れ
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
旨
の
批
が
下
さ
れ
て
い

た
と
分
か
る
︒

（
32
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
〇
九
―
三
︼︒

（
33
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
三
―
一
︼︒

（
34
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
三
―
三
︼︒

（
35
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
三
―
四
︼︒

（
36
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
二
―
一
︼︒

（
37
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
二
―
二
︼︒

（
38
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
二
―
三
︼︒

（
39
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
一
九
―
五
︼︒

（
40
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
四
―
一
︼︒

（
41
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
五
二
四
―
二
︼︒

（
42
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
一
︼︒　

（
43
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
二
︼︒

（
44
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
三
︼︒

（
45
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
一
︼︒

（
46
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
三
︼︒
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（
47
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
四
︼︒

（
48
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
六
︼︒

（
49
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
六
︼︒

（
50
）　

淡
新
檔
案
︻
二
三
七
〇
四
―
一
︼︒

（
51
）　

淡
新
檔
案
︻
二
三
七
〇
四
―
三
︼︒

（
52
）　

淡
新
檔
案
︻
二
三
七
〇
四
―
四
︼︒

（
53
）　

台
湾
大
学
﹁
深
化
台
湾
研
究
核
心
典
蔵
数
位
化
計
画
﹂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
淡
新
檔
案
﹂︻
二
二
五
二
四
―
一
︼
の
画
像
を
参
照
︒

（
54
）　

淡
新
档
案
︻
二
二
五
三
四
―
三
︼︒

（
55
）　

原
文
は
﹁
奈
房
族
屢
次
向
理
︑
被
僥
・
被
辱
︑
強
横
習
慣
︒
此
番
又
聞
︑
両
控
不
准
︑
越
発
無
忌
︑
房
族
舌
敝
唇
燋
︑
不
惟
不
聴
︑
坡
等
且
敢
大

言
︑
待
氏
控
准
出
理
未
遅
︒
︙
︙
﹂（
淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
三
︼）︒

（
56
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
八
〇
三
―
案
由
︼︒

（
57
）　

清
末
の
浙
江
省
処
州
府
龍
泉
県
に
お
け
る
檔
案
か
ら
も
︑﹁
不
准
﹂
と
さ
れ
た
訴
状
に
つ
い
て
︑
夫
馬
氏
の
見
解
と
は
異
な
る
経
過
を
辿
っ
た
も

の
が
確
認
で
き
る
（﹃
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
（
第
一
輯
）
﹄（
上
）
一
三
二
頁
以
下
︻
瞿
自
旺
控
瞿
長
青
等
恃
強
搶
貼
案
（
光
緒
三
四
（
一
九
〇
八
）
～

宣
統
元
（
一
九
〇
九
）
年
）︼）︒

（
58
）　

清
代
の
約
に
関
し
て
は
︑
寺
田
浩
明
﹁
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
﹁
約
﹂
の
性
格
﹂
を
参
照
︒

（
59
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
三
﹁
批
賀
天
祜
禀
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
一
五
〇
頁
）︒

（
60
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
二
﹁
批
廬
成
等
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
六
九
頁
）︒

（
61
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
二
﹁
批
封
建
凝
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
八
二
頁
）︒

（
62
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
二
﹁
批
張
錫
命
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
五
四
二
～
五
四
三
頁
）︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
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（
63
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
三
﹁
批
楊
悦
茂
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
五
七
一
頁
）︒

（
64
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
三
﹁
批
包
告
王
連
陞
禀
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
一
二
三
頁
）︒

（
65
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
三
﹁
批
張
星
煥
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
一
三
七
頁
）︒

（
66
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
五
﹁
批
安
茂
花
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
一
九
三
頁
）︒

（
67
）　

こ
の
点
は
︑
滋
賀
氏
が
清
代
の
裁
判
の
終
結
に
つ
き
︑
訴
訟
の
結
論
は
官
が
随
時
変
更
可
能
で
あ
っ
た
（
審
理
の
結
果
と
し
て
の
裁
定
に
つ
い

て
︑
現
代
日
本
で
の
﹁
形
式
的
確
定
力
﹂
や
﹁
羈
束
力
﹂
は
存
在
し
な
か
っ
た
）
と
指
摘
す
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
と
言
え
る
（
滋
賀
秀
三
﹃
清
代

中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
九
七
頁
以
下
）︒

（
68
）　

夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂
八
二
～
八
三
頁
︒

（
69
）　

滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
五
五
～
一
五
六
頁
・
一
五
九
頁
︒

（
70
）　

劉
衡
﹃
庸
吏
庸
言
﹄
上
巻
﹁
理
訟
十
条
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
六
冊
五
七
八
～
五
七
九
頁
︑﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六
冊
一

九
五
頁
）︒
な
お
︑
同
じ
著
者
に
よ
る
﹃
州
県
須
知
﹄
に
も
同
一
の
記
述
を
載
せ
る
（﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六
冊
一
一
〇
～
一
一
一
頁
）︒

（
71
）　
﹁
佐
弐
官
﹂・﹁
雑
職
官
﹂
の
総
称
︒
い
ず
れ
も
官
庁
の
長
官
た
る
﹁
正
印
官
﹂（
地
方
官
庁
で
あ
れ
ば
総
督
・
巡
撫
・
布
政
使
・
按
察
使
・
道
員
・

知
府
・
知
州
・
知
県
な
ど
）
の
下
で
働
く
官
員
︒
佐
弐
官
と
は
官
庁
の
次
官
（
州
で
は
﹁
州
同
﹂
や
﹁
州
判
﹂︑
県
で
は
﹁
県
丞
﹂
や
﹁
主
簿
﹂
な

ど
）
を
︑
雑
職
官
と
は
そ
の
下
の
補
佐
官
（
府
・
州
・
県
の
﹁
巡
検
﹂︑
布
政
使
・
道
・
府
の
﹁
倉
大
使
﹂︑
府
・
州
・
県
の
﹁
税
課
大
使
﹂
な
ど
）
を

指
す
︒
公
務
で
の
出
張
に
よ
る
不
在
あ
る
い
は
病
気
・
怪
我
な
ど
に
よ
る
職
務
遂
行
困
難
と
い
っ
た
場
合
を
除
き
︑
裁
判
は
正
印
官
の
専
権
に
属
し

た
︒
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
一
一
頁
以
下
︑
寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
五
六
頁
を
参
照
︒

（
72
）　

佐
雑
官
は
知
県
な
ど
の
正
印
官
で
は
な
い
た
め
︑
原
則
と
し
て
訴
訟
の
審
理
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
実
際
に
は
そ
う
し
た
禁
制
は
遵
守

さ
れ
て
お
ら
ず
︑
少
な
か
ら
ぬ
訴
訟
が
佐
雑
官
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
︒
佐
雑
官
が
訴
え
を
取
り
上
げ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
︑
太
田
出
﹃
中
国
近
世

の
罪
と
罰
﹄
一
三
〇
頁
以
下
を
参
照
︒
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（
73
）　
﹃
増
刪
佐
雑
須
知
﹄
巻
三
﹁
雑
員
職
守
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
一
冊
三
六
八
～
三
六
九
頁
）︒

（
74
）　

一
例
と
し
て
︑
淡
新
檔
案
︻
二
三
四
一
九
―
九
︼
や
︻
二
三
二
〇
七
―
四
︼︒

（
75
）　

な
お
︑
佐
雑
官
が
﹁
准
﹂
と
し
た
事
案
は
本
来
の
裁
判
担
当
者
で
あ
る
正
印
官
へ
送
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
だ
が
︑﹁
仰
郷
保
等
類
﹂
と
し

た
場
合
は
︑
自
身
限
り
で
の
対
応
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

（
76
）　
﹃
湖
南
省
例
成
案
﹄
刑
律
・
訴
訟
・
告
状
不
受
理
﹁
通
飭
力
清
訟
源
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
四
二
九
～
四
三
〇
頁
）︒

な
お
︑
こ
こ
で
紹
介
し
た
巡
撫
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑
省
略
し
た
部
分
を
含
め
第
四
章
で
も
取
り
上
げ
る
︒

（
77
）　
﹃
求
芻
集
﹄﹁
註
銷
自
理
辞
訟
事
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
九
冊
二
六
二
頁
）︒

（
78
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
﹁
批
黄
心
畭
覆
呈
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
三
三
～
三
四
頁
）︒

（
79
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
﹁
批
黄
応
兆
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
四
六
頁
）︒

（
80
）　

な
お
︑
そ
も
そ
も
一
回
目
や
二
回
目
の
訴
状
で
訴
え
を
取
り
上
げ
な
い
と
す
る
批
が
多
い
理
由
に
つ
い
て
︑
光
緒
一
三
（
一
八
八
七
）
年
の
新
竹

県
知
県
方
祖
蔭
は
︑﹁
訴
訟
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
最
後
ま
で
粘
れ
ば
凶
事
と
な
る
︒
本
官
が
訴
え
が
あ
っ
て
も
直
ち
に
差
役
を
派
遣
し
て
関
係
者
を
召
喚

し
な
い
の
は
︑
元
々
小
民
の
情
は
憎
む
べ
き
で
あ
る
が
︑
愚
か
で
実
に
憐
れ
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
特
に
曲
げ
て
哀
れ
み
を
与
え
て
い
る
︒
一
・

二
回
﹇
訴
状
を
受
け
﹈
て
か
ら
﹇
在
地
に
﹈
処
理
を
命
じ
る
の
は
︑
小
民
が
本
官
の
意
を
仰
ぎ
守
り
︑
悟
っ
て
ほ
し
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︹
訟
則
終

凶
︒
本
県
之
所
以
遇
案
不
即
差
伝
者
︑
原
以
小
民
之
情
雖
可
悪
︑
而
愚
実
堪
憫
︒
故
特
曲
為
矜
卹
︒
一
再
飭
理
︑
冀
小
民
之
有
以
仰
体
此
意
︑
而
感
悟

之
耳
︺﹂
と
述
べ
る
（
淡
新
檔
案
︻
二
二
四
三
〇
―
九
︼︒
な
お
︑
訴
訟
で
粘
る
と
凶
事
と
な
る
と
い
う
﹁
終
凶
﹂
概
念
に
つ
い
て
は
寺
田
浩
明
﹃
中
国

法
制
史
﹄
一
九
一
～
一
九
二
頁
を
参
照
）︒﹃
刑
銭
必
覧
﹄
巻
七
﹁
詞
訟
﹂
で
も
︑﹁
訴
状
は
一
・
二
回
批
で
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
情
が
明
ら
か
に

な
り
︑
︙
︙
法
廷
訊
問
で
初
め
て
﹇
真
情
が
﹈
明
ら
か
に
な
る
の
を
待
た
ず
し
て
︑
直
ち
に
批
で
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
︹
呈
詞
有
批
駁
一
両
次
︑

真
情
露
出
︙
︙
無
待
庭
訊
始
明
︑
可
即
行
批
断
︺﹂（﹃
歴
代
珍
稀
司
法
文
献
﹄
第
三
冊
一
三
一
〇
頁
）
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
最
初
の
一
・
二
回
の

訴
状
は
訴
え
の
取
り
上
げ
を
目
的
と
し
て
誇
張
や
虚
偽
が
含
ま
れ
て
信
用
で
き
な
い
た
め
︑
敢
え
て
こ
う
し
た
処
理
方
法
を
用
い
る
べ
き
と
す
る
の

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
―
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代
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係
属
判
断
の
様
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―
―
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が
︑
清
代
に
お
け
る
多
く
の
地
方
官
の
認
識
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

（
81
）　

寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
三
六
頁
以
下
︒

（
82
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
六
―
一
︼︒

（
83
）　

公
平
で
親
身
な
第
三
者
︒
寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
一
三
七
頁
を
参
照
︒

（
84
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
六
―
三
︼︒

（
85
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
七
〇
六
―
六
︼︒

（
86
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
一
︼
お
よ
び
︻
二
二
六
一
二
―
二
︼︒

（
87
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
六
一
二
―
三
︼︒

（
88
）　

国
立
台
湾
大
学
﹁
深
化
台
湾
研
究
核
心
典
蔵
数
位
化
計
画
﹂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
淡
新
檔
案
﹂︻
二
二
六
一
二
―
一
︼・︻
二
二
六
一
二
―
二
︼
の

画
像
を
参
照
︒

（
89
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
四
二
―
一
︼︒

（
90
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
四
二
―
三
︼︒

（
91
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
四
二
―
四
︼︒

（
92
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
四
二
―
五
︼︒

（
93
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
四
四
二
―
五
︼︒

（
94
）　

台
湾
に
お
け
る
郷
村
役
の
一
種
︒
戴
炎
輝
﹃
清
代
台
湾
之
郷
治
﹄
二
一
頁
以
下
を
参
照
︒

（
95
）　

淡
新
檔
案
︻
二
四
四
〇
二
―
一
︼︒

（
96
）　

淡
新
檔
案
︻
二
四
四
〇
二
―
二
︼︒

（
97
）　

淡
新
檔
案
︻
三
三
三
〇
九
―
一
︼︒
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（
98
）　

原
義
は
佃
戸
（
小
作
人
）
を
雇
っ
て
農
業
経
営
を
行
う
地
主
で
あ
る
が
︑
清
代
の
台
湾
で
は
こ
れ
に
加
え
て
先
住
民
か
ら
の
漢
人
居
住
地
域
の
防

衛
や
盗
賊
や
無
頼
の
調
査
と
い
っ
た
治
安
維
持
業
務
を
も
担
い
︑
中
国
内
地
の
郷
村
役
に
似
た
存
在
で
あ
っ
た
︒
戴
炎
輝
﹃
清
代
台
湾
之
郷
治
﹄
一
〇

一
頁
以
下
を
参
照
︒

（
99
）　

淡
新
檔
案
︻
三
三
三
〇
九
―
二
︼︒

（
100
）　

雇
工
人
と
は
︑
明
・
清
律
に
お
け
る
身
分
犯
の
概
念
の
一
種
︒
家
の
内
部
で
︑
比
較
的
隷
属
度
が
低
い
（
奴
婢
ほ
ど
に
は
主
家
に
隷
属
し
な
い

が
︑
有
期
雇
用
契
約
な
ど
を
通
じ
て
主
家
に
取
り
込
ま
れ
た
）
人
間
を
指
し
た
︒
寺
田
浩
明
﹃
中
国
法
制
史
﹄
六
八
頁
以
下
を
参
照
︒

（
101
）　

淡
新
檔
案
︻
三
三
三
〇
九
―
五
︼︒

（
102
）　

淡
新
檔
案
の
行
政
編
に
は
︑
諭
を
下
す
よ
う
求
め
る
複
数
の
訴
状
が
存
在
し
︑
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
︻
一
二
二
二
三
︼・︻
一

二
二
二
七
︼・︻
一
二
二
三
二
︼・︻
一
二
二
三
四
︼・︻
一
二
二
三
五
︼・︻
一
二
二
三
九
︼
な
ど
）︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
は
通
常
の
訴
え
で
は
な
く
郷
村
役

の
任
命
の
よ
う
な
純
粋
に
行
政
上
の
事
項
に
関
す
る
嘆
願
で
あ
り
︑
性
質
上
本
稿
で
論
述
し
な
い
︒

（
103
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
﹁
批
何
李
氏
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
四
三
頁
）︒

（
104
）　

こ
こ
で
の
﹁
村
の
官
人
（
該
村
官
人
）
﹂
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
不
明
だ
が
︑
郷
約
や
地
保
な
ど
の
郷
村
役
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
105
）　
﹃
樊
山
批
判
﹄
巻
一
四
﹁
批
劉
忠
義
呈
詞
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
一
一
冊
六
〇
四
頁
）︒

（
106
）　

張
五
緯
﹃
未
能
信
録
﹄
巻
一
・
原
起
総
論
﹁
又
任
徳
安
県
時
︑
︙
︙
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
九
冊
五
〇
七
頁
）︒

（
107
）　

汪
輝
祖
﹃
続
佐
治
薬
言
﹄
不
分
巻
﹁
批
駁
勿
率
易
﹂（﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
五
冊
三
二
七
頁
）︒

（
108
）　

む
し
ろ
︑
実
際
に
裁
判
に
当
た
る
地
方
官
に
と
っ
て
︑
こ
こ
で
紹
介
す
る
﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
例
八
の
方
が
重
要
性
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
当
該
条
例
は
︑
訴
え
を
取
り
上
げ
て
解
決
す
る
と
い
う
統
治
理
念
上
の
要
求
と
︑
あ
る
程
度
の
紛
争
は
在
地
に
解
決
を
委
ね
ざ
る
を
得
な
い

実
情
と
を
妥
協
さ
せ
た
も
の
で
︑﹁
告
状
不
受
理
﹂
条
よ
り
も
実
務
上
は
実
効
性
の
あ
る
規
定
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

（
109
）　

張
五
緯
﹃
未
能
信
録
﹄
巻
一
・
原
起
総
論
﹁
又
任
徳
安
県
時
︑
︙
︙
﹂（﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
九
冊
五
〇
七
～
五
〇
八
頁
）︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
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（
110
）　

第
三
章
第
二
節
︒

（
111
）　

劉
衡
﹃
庸
吏
庸
言
﹄
上
巻
﹁
理
訟
十
条
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
六
冊
五
七
八
頁
以
下
︑﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六
冊
一
九
五

頁
）︒
な
お
︑
同
じ
著
者
に
よ
る
﹃
州
県
須
知
﹄
に
も
同
一
の
記
述
を
載
せ
る
（﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六
冊
一
一
〇
頁
以
下
）︒

（
112
）　

同
前
（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
六
冊
五
八
六
頁
以
下
︑﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六
冊
一
九
七
頁
（
お
よ
び
﹃
官
箴
書
集
成
﹄
第
六

冊
一
一
二
頁
））︒

（
113
）　
﹃
成
規
拾
遺
﹄
巻
下
﹁
批
査
批
処
等
事
牌
給
本
呈
不
得
差
押
・
査
問
差
役
有
無
需
索
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
乙
編
）
﹄
第
一
三
冊
一
二

三
頁
以
下
）︒

（
114
）　

淡
新
檔
案
︻
二
二
二
二
五
―
一
六
︼︒

（
115
）　
﹃
魏
錫
祚
告
示
﹄﹁
禁
細
事
刁
告
示
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
乙
編
）
﹄
第
九
冊
四
五
七
頁
以
下
）︒

（
116
）　

こ
こ
で
の
﹁
若
輩
﹂
は
不
逞
の
郷
保
を
指
す
︒

（
117
）　

史
料
原
文
の
﹁
マ
マ
﹂
字
は
︑﹁
担
﹂
の
誤
字
あ
る
い
は
印
刷
時
の
誤
植
と
考
え
ら
れ
る
︒
訳
文
は
﹁
担
﹂
の
意
に
拠
っ
た
︒

（
118
）　
﹃
湖
南
省
例
成
案
﹄
刑
律
・
訴
訟
・
告
状
不
受
理
﹁
民
間
詞
訟
禁
止
濫
批
郷
保
査
覆
・
徴
収
銭
糧
令
民
自
封
投
櫃
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献

（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
三
九
九
～
四
〇
〇
頁
）︒

（
119
）　

同
前
（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
四
〇
一
～
四
〇
二
頁
）︒

（
120
）　

同
前
（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
四
〇
二
～
四
〇
三
頁
）︒

（
121
）　

同
前
（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
四
〇
五
頁
）︒

（
122
）　

こ
の
史
料
は
︑
第
二
章
で
も
一
部
を
取
り
上
げ
た
が
︑
再
度
こ
こ
で
も
引
用
す
る
︒

（
123
）　
﹃
湖
南
省
例
成
案
﹄
刑
律
・
訴
訟
・
告
状
不
受
理
﹁
通
飭
力
清
訟
源
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
四
冊
四
二
九
～
四
三
〇
頁
）︒

（
124
）　
﹃
西
江
視
臬
紀
事
﹄
巻
二
﹁
議
建
昌
府
条
陳
保
甲
詳
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
乙
編
）
﹄
第
一
一
冊
四
六
五
～
四
六
六
頁
）︒

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
一
册

― 60 ―



（
125
）　
﹃
治
浙
成
規
﹄
巻
二
﹁
禁
止
勒
派
殷
実
農
民
・
生
監
充
当
地
保
・
荘
長
﹂（﹃
中
国
古
代
地
方
法
律
文
献
（
丙
編
）
﹄
第
七
冊
四
九
一
頁
）︒

（
126
）　

夫
馬
氏
も
︑﹁
郷
村
で
の
調
解
機
能
が
は
な
は
だ
頼
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
﹂︑﹁
訴
訟
を
で
き
る
だ
け
県
以
上
で
受
け
つ
け
る
よ
う
に
し
︑
公
正

な
裁
判
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
為
政
者
の
責
務
で
あ
る
と
す
る
理
念
も
生
ま
れ
た
﹂
と
述
べ
る
（
夫
馬
進
﹁
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
﹂
一
八
頁
）︒

（
127
）　Philip C

.C
. H

uang, C
ivil Justice in C

hina

一
一
〇
頁
以
下
︒

（
128
）　

滋
賀
秀
三
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
六
六
頁
以
下
︒

﹁
准
﹂
と
﹁
不
准
﹂
の
間

　

―
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“准”與 “不准”之間 
―清代中國的訴訟受理判斷的樣態―

木下慎梧

以往，清代中國的訴訟程序被認為是通過，地方官決定受理案件的 “准”或

不受理案件的 “不准”的批示來實現的。此外，近年來還有一種觀點認為：這兩

者之間存在著一個被稱為 “未准”的判斷領域。

本文在這些前人研究的基礎上，從台灣 “淡新檔案”及地方官著作中收集一

定數量的批，據內容分為 “不准受理”、“官府行使職權的聲明”、“責令在地解決

糾紛”三類。然後，對各種批的含意與用詞方式，以及地方官或民眾的認識進行

分析，由此探討當時受理案件手續的細節。

其結果是，清代中國的案件受理程序，從 “准”到 “不准”的判斷選項像一個

沒有明顯界限的漸變色帶，受理訴訟的地方官從這些選項中逐案選出他們認為最

理想的方法予以批示是否受理。

另外，介於 “准”與 “不准”之間的 “責令在地解決糾紛”的批的背後，也有官

府在以審判解決糾紛的能力有限的情況下，尋求有效解決案件的目的。
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