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師
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い
う
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に
つ
い
て

お
わ
り
に

一

｢訟
師
」
の
法
律
上
の
位
置

前
稿
「
旧
中
国
の
法
律
公
開
の
方
法
に
つ
い
て
」
(本
誌
第
六
十
六
巻
第
五
・
六
号
掲
載
）
に
書
い
た
よ
う
に
、
旧
中
国
で
は
、
人
民

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て
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に
関
わ
る
法
律
は
す
べ
て
人
民
に
公
開
さ
れ
て
い
た
。
人
民
は
、
官
吏
の
横
暴
か
ら
身
を
守
り
、
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
公
開
さ

れ
た
法
律
の
適
用
を
裁
判
官
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
法
律
が
人
民
に
公
開
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
、
科
挙
の
受
験
勉
強

に
励
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
一
般
庶
民
が
、
法
律
の
条
文
を
見
る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
見
る
機
会
が
あ
っ
て
も
、
意
味

を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
一
般
庶
民
が
、
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
法
律
の
適
用
を
裁
判

官
に
求
め
る
た
め
に
は
、
即
ち
訴
訟
を
起
こ
し
、
も
し
く
は
反
訴
す
る
た
め
に
は
、
自
分
の
主
張
が
法
律
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判

断
し
て
く
れ
て
、
自
分
に
権
利
が
あ
る
こ
と
を
裁
判
官
に
確
実
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
訴
訟
文
書
の
文
章
を
代
作
し
て
く
れ
る
人
が
必

要
で
あ
る
。
金
銭
を
支
払
え
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
く
れ
る
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
旧
中
国
の
「
訟
師
」
で
あ
っ
た
。『
明
律
』
刑

律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
条
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

【
和
訳
】


訴
訟
を
教
唆
し
て
、
し
か
も
事
実
や
罪
状
を
増
減
し
て
他
人
を
誣
告
さ
せ
た
者
、
及
び
人
の
た
め
に
詞
状
(原
告
の
告
状
と
被
告
の

訴
状
）
を
作
成
し
て
、
し
か
も
事
実
や
罪
状
を
増
減
し
て
他
人
を
誣
告
さ
せ
た
者
は
、
誣
告
し
た
本
犯
人
と
同
罪
と
す
る
。


雇
わ
れ
て
他
人
を
誣
告
し
た
者
は
、
自
ら
誣
告
し
た
の
と
同
じ
と
す
る
。


財
貨
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
金
額
を
計
算
し
て
、
枉
法
の
罪
に
当
て
、
枉
法
の
罪
と
誣
告
の
罪
と
を
比
べ
て
重
い
方
の
刑
を
科
す
る
。


愚
か
な
せ
い
で
冤
を
伸
ば
す
(権
利
を
実
現
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
い
人
を
見
て
、
事
実
に
即
し
て
助
言
し
て
訴
訟
を
行
わ
せ
た
者
、

及
び
人
の
た
め
に
詞
状
を
代
書
し
て
、
罪
状
を
増
減
さ
せ
な
か
っ
た
者
は
、
問
題
と
し
な
い
。

関
法

第
六
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【
原
文
】

凡
教
唆
詞
訟
及
為
人
作
詞
状
、
増
減
情
罪
、
誣
告
人
者
、
与
犯
人
同
罪
。
若
受
僱
誣
告
人
者
、
与
自
誣
告
同
。
受
財
者
、
計

、
以
枉

法
、
従
重
論
。
其
見
人
愚
而
不
能
伸
冤
、
教
令
得
実
、
及
為
人
書
写
詞
状
、
而
罪
無
増
減
者
、
勿
論
。

【
訓
読
】

凡
そ
詞
訟
を
教
唆
し
、
及
び
人
の
為
め
に
詞
状
を
作
り
、
情
罪
を
増
減
し
て
人
を
誣
告
す
る
者
は
、
犯
人
と
同
罪
。
若
し
僱
を
受
け
て

人
を
誣
告
す
る
者
は
、
自
ら
誣
告
す
る
と
同
じ
。
財
を
受
く
る
者
は
、

を
計
り
、
枉
法
を
以
て
し
、
重
き
に
従
い
て
論
ず
。
其
れ
人
、

愚
か
に
し
て
伸
冤
す
る
能
わ
ざ
る
を
見
て
、
教
令
し
て
実
を
得
、
及
び
人
の
為
め
に
詞
状
を
書
写
し
て
、
罪
、
増
減
す
る
無
き
者
は
、
論

ず
る
勿
し
。

こ
の
条
文
の
最
後
の
文
に
書
か
れ
て
い
る
「
人
、
愚
か
に
し
て
冤
を
伸
ば
す
能
わ
ざ
る
を
見
て
、
教
令
し
て
実
を
得
」
る
こ
と
、
及
び

「
人
の
た
め
に
詞
状
を
書
写
し
て
罪
を
増
減
し
な
い
」
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
行
い
が
訟
師
の
業
務
で
あ
っ
た
。「
冤
を
伸
ば
す
」
の
「
冤
」

は
、「
屈
」
の
意
で
あ
り
、
権
利
が
不
当
に
曲
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
つ
の
行
い
は
、
こ
の
条
文
で
は
「
論
ず
る
勿

し
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
行
い
を
業
務
に
し
て
営
業
す
る
こ
と
が
明
律
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
は
ず
は
な
い
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
旧
中
国
で
は
訟
師
の
業
務
が
違
法
で
あ
っ
た
、
と
い
う
誤
解
が
学
界
に
根
強
く
存
在
す
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て

三

(一
二
〇
六
)



二

訟
師
違
法
説
に
対
す
る
反
論

ア

南
宋
の
訟
師
に
つ
い
て

中
国
で
は
、
他
人
の
訴
訟
を
手
助
け
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
జ
の
鄧
析
が
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
(『
呂

氏
春
秋
』
審
応
覧
、
離
謂
）、
春
秋
時
代
か
ら
存
在
し
た
(茅
彭
年
・
李
必
達
主
編
『
中
国
律
師
制
度
研
究
』
法
律
出
版
社
、
一
九
九
二

年
。
三
十
一
頁
）。
し
か
し
、
そ
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
「
訟
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
新
し
く
、
管
見
の
限
り

で
は
、
南
宋
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
南
宋
の
地
方
官
の
判
決
文
を
集
め
た
『
名
公
書
判
清
明
集
』
の
巻
八
に
収
め
ら
れ
て

い
る
「
継
絶
子
孫
止
得
財
産
四
分
之
一
」
と
題
さ
れ
た
劉
後
村
(名
は
克
荘
。
一
一
八
七
～
一
二
六
九
）
の
判
決
文
に
「
囚
牙
訟
師
の
鼓

扇
す
る
と
こ
ろ
と
為
る
。」
と
あ
り
、
同
書
巻
十
二
及
び
巻
十
三
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
「
訟
師
官
鬼
」「
譁
鬼
訟
師
」
と
題
さ
れ

た
蔡
久
軒
(名
は
杭
。
紹
定
二
年
(一
二
二
九
）
の
進
士
。）
の
判
決
文
に
「
訟
師
」
の
語
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
文
天
祥
撰
『
文
山
集
』

巻
十
六
、
知
潮
州
寺
丞
東
巖
先
生
洪
公
行
状
に
「
此
の
囚
牙
訟
師
、
去
れ
ば
則
ち
吾
が
民
、
妥や

す

ら
か
な
ら
ん
。」
と
あ
る
。

『
名
公
書
判
清
明
集
』
巻
十
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
教
訟
を
懲
ら
す
」
と
題
さ
れ
た
方
秋
崖
の
判
決
文
は
、「
訟
師
」
と
い
う
言
葉

は
使
っ
て
い
な
い
が
、
あ
る
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
「
教
訟
の
人
」
と
呼
ん
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
彼
に
対
し
て
刑
罰
を
科
し
て
い
る
。

方
秋
崖
(一
一
九
九
～
一
二
六
二
）
は
、
名
は
岳
、
紹
定
五
年
(一
二
三
二
）
の
進
士
。
秋
崖
は
号
で
あ
る
。『
清
明
集
』
は
中
華
書
局

の
点
校
本
(一
九
八
七
年
版
）
を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
清
明
集
研
究
会
『『
名
公
書
判
清
明
集
』
(懲
悪
門
）
訳
注
稿
そ
の
二
』

(一
九
九
二
年
、
上
智
大
学
文
学
部
史
学
科
大
澤
研
究
室
）
を
参
考
に
し
た
。

関
法
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【
和
訳
】

袁
州
(現
在
の
江
西
省
宜
春
市
）
は
、
韓
文
公
の
時
に
「
民
は
分
に
安
ん
じ
、
吏
は
法
律
に
従
っ
て
い
る
。」
(韓
愈
「
袁
州
刺
史
謝
上

表
」）
と
称
さ
れ
て
以
来
、
道
理
を
守
る
人
が
多
い
の
で
、
こ
の
地
の
人
情
が
温
厚
な
の
は
、
昔
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
い

つ
頃
か
ら
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
教
訟
の
人
が
現
れ
、
ま
と
も
な
仕
事
に
就
か
ず
、
専
ら
訴
訟
騒
ぎ
を
引
き
起
こ
し
、
あ
げ
く

に
「
耳
の
後
ろ
に
筆
を
は
さ
ん
で
い
る
」
と
歌
わ
れ
て
、
い
つ
も
悪
口
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
州
の
長
官
た
る
者
、
必
ず
こ
の
袁
州
の

人
々
の
た
め
に
教
訟
の
人
を
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

太
守
で
あ
る
私
が
任
地
に
入
っ
た
す
ぐ
そ
の
時
、
ま
だ
長
官
印
の
引
き
継
ぎ
も
終
わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
多
勢
の
人
々
が
道
を
遮
り
ま

し
た
。
帰
る
よ
う
に
諭
し
て
も
ま
た
進
み
出
て
き
ま
す
。
彼
ら
が
訴
訟
好
き
で
あ
る
こ
と
に
早
く
も
嫌
悪
感
を
抱
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に

一
人
の
結
び
髪
の
子
供
が
い
た
の
で
、
た
め
し
に
呼
ん
で
質
問
し
て
み
ま
し
た
。「
年
は
い
く
つ
で
す
か
。」「
十
二
歳
で
す
。」「
字
を
書

け
ま
す
か
。」「
書
け
ま
せ
ん
。」「
そ
れ
で
は
そ
の
訴
え
状
は
誰
が
書
い
た
の
で
す
か
。」「
易
百
四
郎
で
す
。」
そ
の
易
百
四
郎
と
い
う
者

が
教
訟
の
人
で
あ
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
捕
ま
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
訴
え
の
理
由
を
尋
ね
ま
す
と
、
子
供
に
訴
え
さ
せ
る
こ

と
よ
り
も
さ
ら
に
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
思
う
に
、
易
百
四
郎
は
代
書
屋
(原
文
は
、
一
字
不
明
の
後
に
「
鋪
」。「
書
鋪
」
と
読
む
清
明

集
研
究
会
『
訳
注
稿
』
に
従
っ
た
。）
な
の
で
す
か
ら
、
年
齢
が
ま
だ
幼
な
け
れ
ば
、
法
律
で
は
訴
訟
当
事
者
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
定

め
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
子
供
を
教
唆
し
て
訴
訟
を
起
こ
さ
せ
ま
し
た
。
易
百
四
郎
の
罪

の
一
つ
で
す
。

陳
念
三
は
後
夫
で
す
。
法
律
で
は
後
夫
は
前
夫
の
財
産
に
関
与
し
て
は
い
け
な
い
定
め
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
陳
念
三
を
教

唆
し
て
、
前
夫
の
財
産
に
関
わ
る
訴
訟
を
起
こ
さ
せ
ま
し
た
。
易
百
四
郎
の
罪
の
二
つ
目
で
す
。
新
し
い
県
知
事
は
任
地
に
到
着
し
た
ば

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て
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か
り
で
、
訴
訟
文
書
に
押
す
印
鑑
を
代
書
屋
に
ま
だ
給
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
法
律
で
は
県
知
事
か
ら
印
鑑
を
給
付
さ
れ
て
い
な
い
者
は
他

人
の
た
め
に
訴
訟
文
書
を
代
筆
し
て
は
い
け
な
い
定
め
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
易
百
四
郎
は
、
印
鑑
を
ま
だ
も
ら
っ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
子
供
や
陳
念
三
の
た
め
に
訴
え
状
を
代
筆
し
、
彼
ら
を
教
唆
し
て
訴
訟
を
起
こ
さ
せ
ま
し
た
。
易
百
四
郎
の
罪

の
三
つ
目
で
す
。
袁
州
知
事
に
就
任
し
た
手
始
め
に
、
域
内
の
政
治
の
た
め
に
杖
刑
を
行
い
ま
す
(原
文
。
開
杖
封
政
。）。
姦
猾
な
者
を

処
罰
し
て
、
こ
の
地
の
人
情
を
温
厚
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

易
百
四
郎
は
、
今
回
は
軽
い
刑
で
済
ま
せ
て
杖
一
百
の
刑
を
科
し
、
本
州
で
首
か
せ
を
つ
け
て
さ
ら
し
者
に
し
、
本
州
が
管
轄
す
る
四

つ
の
県
で
そ
れ
ぞ
れ
五
日
間
、
見
せ
し
め
に
し
ま
す
。
罪
状
を
立
て
札
に
刻
ん
で
人
々
に
知
ら
せ
ま
す
。
今
後
、
訴
訟
を
教
唆
(し
て
法

律
に
違
反
）
す
る
者
が
い
れ
ば
、
杖
一
百
の
刑
で
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
教
訟
の
人
は
勉
め
て
自
分
か
ら
行
い
を
改
め
て
、
官

司
に
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

【
原
文
】

袁
自
韓
文
公
時
、
称
為
民
安
吏
循
、
守
理
者
多
、
則
其
風
俗
淳
厚
、
蓋
已
久
矣
。
不
知
何
時
、
有
此
一
等
教
訟
之
輩
、
不
事
生
業
、
専

為
囂
囂
、
遂
使
脳
後
插
筆
之
謡
、
例
受
其
謗
。
為
長
吏
者
、
要
当
為
爾
袁
一
洗
之
。
太
守
入
境
之
初
、
猶
未
交
印
、
紛
然
遮
道
。
諭
遣
復

前
。
已
厭
其
為
喜
訟
矣
。
有
一
髽
者
、
試
呼
而
問
曰
、
年
幾
何
。
曰
十
二
。
能
書
乎
。
曰
不
能
。
則
状
誰
所
書
也
。
曰
易
百
四
郎
。
心
已

知
其
為
教
訟
之
人
。
不
可
不
追
。
問
所
以
、
則
又
有
甚
焉
。
蓋
易
従
●
(一
字
欠
）
鋪
也
。
豈
不
知
年
尚
幼
、
法
不
当
為
状
首
。
而
教
之

訟
、
其
罪
一
。
陳
念
三
、
後
夫
也
。
法
不
当
干
預
前
夫
物
業
。
而
教
之
訟
、
其
罪
二
。
新
知
県
方
到
、
未
給
朱
記
。
法
不
当
為
人
写
状
。

而
教
之
訟
、
其
罪
三
。
初
開
杖
封
政
、
当
断
以
姦
猾
、
以
厚
風
俗
。
従
軽
杖
一
百
、
枷
項
本
州
、
其
四
県
各
令
衆
五
日
、
鏤
榜
曉
諭
。
後

有
教
訟
、
非
杖
一
百
所
能
断
也
。
勉
自
改
業
、
毋
犯
有
司
。
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【
訓
読
】

袁
は
韓
文
公
の
時
、
称
し
て
民
安
ん
じ
吏
循し

た
がう

と
為
し
て
よ
り
、
理
を
守
る
者
多
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
風
俗
の
淳
厚
な
る
こ
と
、
蓋
し

已
に
久
し
。
い
つ
の
時
な
る
か
を
知
ら
ず
、
此
の
一
等
の
教
訟
の
輩
有
り
、
生
業
を
事
と
せ
ず
、
専
ら
囂
囂
を
為
し
、
遂
に
脳
後
插
筆
の

謡
も
て
、
例
と
し
て
其
の
謗
を
受
け
し
む
。
長
吏
た
る
者
、
要か

な
ら

ず
当
に
爾こ

の
袁
の
為
め
に
之
れ
を
一
洗
す
べ
し
。

太
守
入
境
の
初
め
、
猶
お
未
だ
交
印
せ
ざ
る
に
、
紛
然
と
し
て
道
を
遮
る
。
諭
遣
す
る
も
復
た
前す

す

む
。
已
に
其
の
喜
訟
た
る
を
厭
う
。

一
髽
者
有
り
。
試
み
に
呼
び
て
問
い
て
曰
く
、
年
、
幾
何
な
り
や
、
と
。
曰
く
、
十
二
、
と
。
能
く
書
す
る
か
。
曰
く
、
能
わ
ず
、
と
。

則
ち
状
は
誰
の
書
す
る
と
こ
ろ
な
る
か
。
曰
く
、
易
百
四
郎
、
と
。
心
に
已
に
其
の
教
訟
の
人
た
る
を
知
る
。
追
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
所

以
を
問
う
に
、
則
ち
又
た
焉こ

れ

よ
り
も
甚
し
き
有
り
。
蓋
し
易
は
●
(一
字
欠
）
鋪
に
従
う
な
り
。
豈
に
年
尚
お
幼
な
れ
ば
、
法
は
当
に
状

首
た
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
而
る
に
之
れ
に
教
え
て
訟
せ
し
む
。
其
の
罪
の
一
な
り
。

陳
念
三
は
後
夫
な
り
。
法
は
当
に
前
夫
の
物
業
に
干
預
す
べ
か
ら
ず
。
而
る
に
之
れ
に
教
え
て
訟
せ
し
む
。
其
の
罪
の
二
な
り
。
新
知

県
、
方は

じ

め
て
到
り
、
未
だ
朱
記
を
給
せ
ず
。
法
は
当
に
人
の
為
め
に
状
を
写
す
べ
か
ら
ず
。
而
る
に
之
れ
に
教
え
て
訟
せ
し
む
。
其
の
罪

の
三
な
り
。
初
め
に
杖
を
封
政
に
開
く
。
当
に
断
ず
る
に
姦
猾
を
以
て
し
、
以
て
風
俗
を
厚
く
す
べ
し
。

軽
き
に
従
い
て
杖
一
百
、
本
州
に
枷
項
し
、
其
の
四
県
に
て
各
々
令
衆
す
る
こ
と
五
日
、
鏤
榜
し
て
曉
諭
す
。
後
に
教
訟
す
る
有
ら
ば
、

杖
一
百
の
能
く
断
ず
る
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な
り
。
勉
め
て
自
ら
業
を
改
め
、
有
司
を
犯
す
毋
か
れ
。

こ
の
判
決
文
に
つ
い
て
、
大
澤
正
昭
『
主
張
す
る
〈
愚
民
〉
た
ち
―
―
伝
統
中
国
の
紛
争
と
解
決
法
』
(角
川
書
店
、
平
成
八
年
。
三

十
二
頁
か
ら
三
頁
）
は
、「
易
百
四
郎
は
な
ぜ
か
く
も
重
い
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
疑
問
を
提
出
し
、
方
秋
崖
が
指
摘
す

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て

七
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る
三
つ
の
罪
を
掲
げ
た
上
で
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
書
き
方
は
易
百
四
郎
の
個
々
の
悪
業
の
内
容
が
、
方
秋
崖
の
主
要
な
関
心
事

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
で
は
、
彼
は
い
っ
た
い
な
に
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
易
百
四
郎

が
法
を
無
視
し
て
訴
訟
を
そ
そ
の
か
す
「
教
訟
の
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
法
を
無
視
し
て
」
と
あ

る
け
れ
ど
も
、
易
百
四
郎
が
罰
せ
ら
れ
た
の
は
、「
教
訟
の
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
が
理
由
で
あ
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、「
其
罪
一
」「
其
罪
二
」「
其
罪
三
」
と
易
百
四
郎
の
法
律
違
反
を
一
つ
一
つ
具
体
的
に
指
摘
す
る
判
決
文
を
読
ん
で
、「
易
百
四
郎

の
個
々
の
悪
業
の
内
容
」
即
ち
法
律
違
反
が
、
裁
判
官
の
「
主
要
な
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
」
と
ど
う
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
易
百

四
郎
が
罰
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
「
教
訟
の
人
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
「
法
を
無
視
」
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。「
法
を
無

視
」
し
た
行
動
は
罰
せ
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
。

大
澤
著
書
は
続
い
て
、『
論
語
』
顔
淵
の
「
子
曰
く
、
訟
え
を
聴
く
は
吾
れ
猶
お
人
の
ご
と
き
な
り
。
必
ず
や
訟
え
無
か
ら
し
め
ん

か
。」
と
い
う
文
を
引
い
て
、「〝
名
裁
判
〟
を
お
こ
な
う
こ
と
が
地
方
官
の
理
想
な
の
で
は
な
く
、「
獄
空
」、
つ
ま
り
留
置
場
が
空
っ
ぽ

で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
理
想
な
の
で
あ
る
。
(中
略
）
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
純
朴
で
あ
る
べ
き
一
般
人
民
に
い
ら
ぬ
入
れ
知
恵

を
し
、
地
域
の
風
俗
を
乱
し
、
結
果
と
し
て
役
所
を
煩
わ
せ
る
こ
の
類
の
輩
は
、
な
ん
と
し
て
も
懲
ら
し
め
、
根
絶
や
し
に
せ
ね
ば
な
ら

な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
方
秋
崖
が
厳
し
い
処
置
を
下
し
た
う
え
に
、
さ
ら
に
判
決
文
の
末
尾
に
、
(中
略
）
ま
だ
罰
し
足
り
な
い
と
言
わ

ん
ば
か
り
の
訓
戒
を
つ
け
加
え
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
訴
訟
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
地

方
官
の
理
想
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
、
依
頼
人
に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、「
教
訟
の
人
」
を
処
罰
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
法
律
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
方
秋
崖
の
「
後
に
教
訟
す
る
有
ら
ば
、
杖
一
百
の
能
く
断

ず
る
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な
り
。」
と
い
う
文
を
読
む
限
り
で
は
、「
教
訟
」
自
体
が
罪
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
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は
「
後
に
教
訟
(し
て
法
律
に
違
反
）
す
る
有
ら
ば
」
と
補
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
依
頼
者
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
過
程
で
自
分
自
身
が

法
律
に
違
反
し
、
あ
る
い
は
依
頼
者
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
結
果
、
依
頼
者
が
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
が
、「
教
訟
の
人
」
の
罪
な
の
で
あ

る
。イ

明
清
の
訟
師
に
つ
い
て

第
一
節
に
掲
げ
た
『
明
律
』
の
教
唆
詞
訟
条
は
、
そ
の
ま
ま
『
清
律
』
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
条
に
引
き
継
が
れ
た
か
ら
、「
人
が

愚
か
で
伸
冤
で
き
な
い
の
を
見
て
、
教
令
し
て
実
を
得
る
」
及
び
「
人
の
た
め
に
詞
状
を
書
写
し
て
罪
を
増
減
し
な
い
」
と
い
う
訟
師
の

二
つ
の
業
務
は
、
明
清
時
代
を
通
じ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
張
偉
仁
「
清
代
司
法
組
織
概
述
之
一
」
(張
偉
仁
輯
著

『
清
代
法
制
研
究
』
輯
一
冊
一
所
収
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
民
国
七
十
二
年
。
一
五
七
頁
）
は
、「
訟
師
は
、
誣
告
を
教
唆

し
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。」「
清
代
に
は
訟
師
の
存
在
を
禁
絶
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
管
制

が
大
変
厳
し
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
夫
馬
進
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
(梅
原
郁
編
『
中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
』
所
収
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
、
平
成
五
年
）
は
、「
中
国
で
は
(中
略
）
律
師
制
度
を
論
じ
る
場
合
、
(中
略
）
律
師
が
国
家
公
認
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
訟

師
は
国
家
か
ら
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
(中
略
）
を
指
摘
す
る
の
が
常
で
あ
る
(原
注
(⚑
）
た
と
え
ば
、
尤
英
夫
『
中
国
律

師
制
度
概
論
』
尤
英
夫
律
師
事
務
所
、
一
九
七
二
。
周
奔
編
著
『
律
師
業
務
知
識
』
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
。）。」
(四
三
七
頁
）

と
述
べ
、「
訟
師
が
非
合
法
な
も
の
と
さ
れ
て
禁
じ
ら
れ
(中
略
）
て
き
た
」
(四
三
八
頁
）、「
訟
師
が
(中
略
）
国
家
か
ら
一
貫
し
て
非

合
法
と
さ
れ
て
き
た
」
(同
頁
）、「
訟
師
が
告
状
を
代
作
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。」
(四
五
五
頁
）、「
訟
師
は
国
家
と
し
て
ど
う

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て

九

(一
二
〇
〇
)



し
て
も
認
知
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。」
(四
七
三
頁
）、「
人
々
の
訴
訟
を
助
け
る
訟
師
は
、
あ
く
ま
で
禁
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。」
(四
七
四
頁
）
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
訟
師
秘
本
の
世
界
」
(小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
』
所
収
、
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
。
二
三
一
頁
）
で
も
、「
職
業
人
と
し
て
の
訟
師
は
国
法
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

ら
れ
、
同
「
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
」
(夫
馬
進
編
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。
六

十
頁
）
で
も
、「
(訟
師
は
）
官
憲
か
ら
(中
略
）
一
貫
し
て
禁
圧
さ
れ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
夫
馬
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
の
注
(⚑
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
尤
英
夫
著
書
と
周
奔
編
著
書
と
は
未
見
で
あ
る

の
で
、
両
書
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
「
訟
師
は
国
家
か
ら
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

何
に
せ
よ
、
訟
師
の
業
務
を
禁
止
す
る
法
律
の
存
在
を
示
す
史
料
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
清
代
に
訟
師
の
業
務
が
禁
止

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
夫
馬
論
文
が
掲
げ
る
も
の
は
た
だ
一
つ
、『
刑
案
匯
覧
』
巻
四
十
九
、
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
、

為
人
代
作
呈
詞
五
六
次
だ
け
し
か
な
い
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
次
節
で
説
明
す
る
。

三

｢教
唆
詞
訟
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

思
う
に
、
明
清
時
代
に
訟
師
の
業
務
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
誤
解
が
絶
え
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
明
清
律
の
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆

詞
訟
条
の
「
教
唆
詞
訟
」
と
い
う
文
言
の
意
味
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教
唆
詞
訟
条
の
「
教
唆
詞
訟
、
及
為
人
作

詞
状
、
増
減
情
罪
、
誣
告
人
者
、
与
犯
人
同
罪
。」
と
い
う
条
文
は
、「
詞
訟
を
教
唆
し
た
」
者
と
「
人
の
為
め
に
詞
状
を
作
っ
て
情
罪
を

増
減
し
、
人
を
誣
告
さ
せ
た
」
者
と
の
両
者
が
「
犯
人
と
同
罪
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
第
一
節
で
和
訳
し
た
よ
う
に
、「
詞
訟
を
教

唆
し
て
情
罪
を
増
減
し
、
人
を
誣
告
さ
せ
た
」
者
と
「
人
の
為
め
に
詞
状
を
作
っ
て
情
罪
を
増
減
し
、
人
を
誣
告
さ
せ
た
」
者
と
の
両
者

関
法
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が
「
犯
人
と
同
罪
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
も
し
、「
詞
訟
を
教
唆
し
た
」
だ
け
の
者
が
「
犯
人
と
同
罪
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と

す
る
と
、
そ
の
「
犯
人
」
は
「
詞
訟
を
教
唆
」
さ
れ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
教
唆
さ
れ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
か

ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
の
罪
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
清
律
の
教
唆
詞
訟
条
の
「
教
唆
詞
訟
」
と
い
う
文
言
は
、

そ
れ
だ
け
で
完
結
し
た
文
言
で
は
な
く
、
必
ず
「
増
減
情
罪
、
誣
告
人
」
と
い
う
文
言
と
組
み
合
わ
せ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
言

で
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
、
明
清
時
代
の
諸
史
料
の
中
に
単
に
「
教
唆
詞
訟
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
、「
詞
訟
を
教
唆
し
て
、
情
罪
を
増
減
し
、

人
を
誣
告
さ
せ
る
。」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
明
清
時
代
の
史
料
の
中
に
「
詞
訟
を
教
唆
す
る
人

を
懲
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
明
清
時
代
に
は
、
訴
訟
を
起
こ
す
方
が
よ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る

こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
早
合
点
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
懲
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
詞
訟
を
教
唆
し
て
他
人

を
誣
告
さ
せ
る
者
な
の
で
あ
る
。

夫
馬
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
(前
掲
、
四
五
三
頁
）
は
、「「
教
唆
詞
訟
」
と
は
、
必
要
も
な
い
の
に
訴
訟
せ
よ
と
唆
す
こ

と
で
あ
る
が
、
(中
略
）『
湖
南
省
例
成
案
』
で
は
こ
れ
を
主
に
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
教
唆
詞
訟
」
と
い
う
言
葉
を
呈
詞
の
代
作
と
の
関
連
で
述
べ
る
資
料
は
き
わ
め
て
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
教
唆
詞
訟
」

と
は
、
先
程
説
明
し
た
よ
う
に
、
教
唆
し
て
誣
告
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
必
要
も
な
い
の
に
訴
訟
せ
よ
と
唆
す
こ
と
」
で
は

な
い
。
夫
馬
論
文
が
掲
げ
る
『
湖
南
省
例
成
案
』
刑
律
、
訴
訟
、
巻
十
、
教
唆
詞
訟
、
厳
禁
棍
徒
唆
訟
㛃
訟
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

「
も
し
唆
訟
の
人
、
こ
れ
が
た
め
に
設
謀
画
策
し
、
刀
筆
を
舞
弄
し
、
小
を
以
て
大
と
作
し
、
軽
き
を
駕
し
て
重
き
と
為
す
こ
と
無
け

旧
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れ
ば
、
則
ち
健
悍
の
性
、
亦
た
施
す
無
き
に
苦
し
む
。
乃
ち
訟
師
有
り
、
小
民
の
一
時
の
気
憤
に
遇
い
、
輙み

だ

り
に
挑
唆
し
て
告
状
せ
し
め
、

人
を
誘
い
て
法
を
犯
さ
し
む
。
而
し
て
健
訟
の
輩
有
る
を
見
れ
ば
、
尤
も
其
の
奸
、
售う

る
を
得
る
を
喜
ぶ
。
海
市
蜃
楼
、
そ
の
駕
捏
に
任

せ
、
只
だ
告
准
を
図
る
の
み
に
し
て
、
審
虚
を
顧
み
ず
。」

こ
の
文
章
が
「
教
唆
詞
訟
(唆
訟
）」
を
「
主
に
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
述
べ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
誣
告
と
結
び

つ
け
て
い
る
こ
と
は
、「
以
小
作
大
」「
駕
軽
為
重
」「
誘
人
犯
法
」「
海
市
蜃
楼
」「
任
其
駕
捏
」「
不
顧
審
虚
」
の
句
を
見
れ
ば
、
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
他
の
ど
の
史
料
も
「
教
唆
詞
訟
」
を
誣
告
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

夫
馬
論
文
は
続
け
て
「「
教
唆
詞
訟
」
と
は
『
明
律
』『
大
清
律
例
』
に
定
め
る
禁
止
条
項
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
凡
そ

教
唆
詞
訟
し
及
び
人
の
た
め
に
詞
状
を
作
り
情
罪
を
増
減
し
人
を
誣
告
す
る
も
の
は
、
犯
人
と
同
罪
。
(中
略
）」
と
定
め
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
実
際
の
案
件
で
は
、
訴
訟
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
と
訴
訟
せ
よ
と
教
唆
す
る
も
の
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
交
わ
し

た
か
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
立
証
が
比
較
的
に
容
易
な
の
は
、
呈
詞
が
代
作
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

「
教
唆
詞
訟
」
と
い
う
言
葉
が
呈
詞
の
代
作
と
関
連
付
け
て
諸
資
料
に
現
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
呈
詞
の
代
作
は
、
夫
馬
論
文
自
ら
が
述
べ
る
通
り
(四
四
五
頁
）、
明
清
時
代
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
呈
詞

が
代
作
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
裁
判
で
立
証
す
る
必
要
は
な
い
。
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訴
え
が
誣
告
で
あ
る
と
判
明
し

た
と
き
に
、
誣
告
を
教
唆
し
た
者
も
し
く
は
呈
詞
を
代
作
し
て
情
罪
を
増
減
し
た
者
が
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

夫
馬
論
文
は
続
け
て
「
清
代
で
は
、
こ
の
「
教
唆
詞
訟
」
に
対
す
る
処
罰
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
刑
案
匯

覧
』
に
見
え
る
一
事
案
に
よ
れ
ば
、
あ
る
七
十
歳
を
越
え
る
老
訟
師
が
「
人
に
代
わ
っ
て
呈
詞
を
五
枚
書
い
た
が
、
ど
れ
も
み
な
尋
常
の

案
件
で
ま
っ
た
く
胥
吏
と
通
じ
あ
っ
た
り
田
舍
の
愚
民
を
誑
か
し
た
り
、
金
銭
を
脅
し
取
っ
た
り
し
た
形
跡
が
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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「
積
慣
の
訟
棍
」
と
見
な
さ
れ
充
軍
の
罪
に
問
わ
れ
、
一
等
を
減
じ
て
満
徒
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
場
合
は
(中
略
）

た
だ
た
だ
呈
詞
を
五
枚
代
作
し
た
こ
と
だ
け
が
罪
状
で
あ
っ
た
。」
(四
五
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
呈
詞
を
代
作
し
た
こ
と
自

体
が
罪
に
な
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
夫
馬
論
文
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
『
刑
案
匯
覧
』
巻
四
十
九
、
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
、

為
人
代
作
呈
詞
五
六
次
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
安
撫
(安
徽
省
巡
撫
）
(刑
部
に
）
咨は

か

る
。
外
結
の
(外
省
で
刑
を
確
定
さ
せ
る
べ
き
）
徒
犯
(徒
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
）
徐

学
伝
は
、
人
に
代
わ
り
五
紙
を
作
詞
す
。
皆
、
尋
常
の
(人
命
に
関
係
し
な
い
）
案
件
に
係
る
。
並
び
に
、
吏
胥
に
串
通
し
、
郷
愚
を
播

弄
し
、
恐
嚇
詐
財
す
る
の
情
弊
無
し
。
と
。
応
に
積
慣
訟
棍
軍
罪
上
よ
り
、
一
等
を
量
減
し
て
満
徒
(徒
三
年
）
と
す
べ
し
。
年
、
七
十

を
こ

ゆ
る
も
、
訟
師
に
係
り
、
害
を
閭
閻
(む
ら
ざ
と
）
に
為
す
。
収
贖
を
准ゆ

る

さ
ず
。
嘉
慶
二
十
五
年
(一
八
二
〇
）
の
案
(刑
部
の
判

決
文
）。」

頭
書
に
「
為
人
代
作
呈
詞
五
六
次
」
と
あ
る
か
ら
、
呈
詞
の
代
作
を
し
た
こ
と
が
罪
で
あ
っ
た
と
誤
解
し
や
す
い
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ

も
本
案
は
「
教
唆
詞
訟
」
の
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
徐
学
伝
が
代
作
し
た
五
紙
の
呈
詞
は
す
べ
て
訴
訟
の

相
手
方
を
誣
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
邱
澎
生
「
十
八
世
紀
清
政
府
修
訂
〈
教
唆
詞
訟
〉
律
例
下
的
査
拿
訟
師
事
件
」
(『
中
央

研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
七
十
九
本
第
四
分
掲
載
、
民
国
九
十
七
年
。
六
六
九
頁
）
は
、「
老
訟
師
の
徐
学
伝
が
人
に
代
わ
っ

て
「
尋
常
案
件
」
を
誣
告
す
る
」
と
述
べ
て
、
本
案
の
内
容
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
。

「
積
慣
訟
棍
軍
罪
」
と
あ
る
の
は
、
清
律
の
教
唆
詞
訟
条
に
附
属
す
る
条
例
の
一
つ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
を
指
す
。
そ
の
条
例
は
次

の
よ
う
な
条
文
で
あ
る
。「
詞
訟
を
審
理
し
、
主
唆
の
人
を
究
出
す
れ
ば
、
情
重
く

多
く
実
に
死
罪
を
犯
し
、
及
び
偶た

ま
たま

為
め
に
詞
状

を
代
作
し
、
情
節
の
実
な
ら
ざ
る
者
は
、
倶
に
各
々
本
律
(教
唆
詞
訟
条
）
に
照
ら
し
て
査
辦
す
る
を
除
く
外
、
も
し
積
慣
の
訟
棍
、
胥
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吏
に
串
通
し
、
郷
愚
を
播
弄
し
、
恐
嚇
詐
財
す
る
に
係
り
、
一
た
び
審
実
を
経
れ
ば
、
即
ち
棍
徒
生
事
擾
害
例
(刑
律
、
賊
盗
、
恐
嚇
取

財
条
に
附
属
す
る
条
例
）
に
依
り
、
雲
・
貴
・
両
広
極
辺
烟
瘴
に
問
発
し
て
充
軍
す
。」
本
案
の
「
串
通
吏
胥
、
播
弄
郷
愚
、
恐
嚇
詐
財
」

と
い
う
文
言
は
こ
の
条
例
の
文
言
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
、
誣
告
を
教
唆
し
た
者
が
「
積
慣
の
訟
棍
」
で
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
本
案
で
こ
の
条
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
徐
学
伝
が
誣
告
を
教
唆
し
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。夫

馬
「
訟
師
秘
本
の
世
界
」
(前
掲
、
一
九
五
頁
）
は
、「
金
銭
を
と
っ
て
訴
訟
文
書
を
書
く
こ
と
が
「
教
唆
詞
訟
」
と
呼
ば
れ
、
国
法

に
よ
っ
て
厳
に
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
」
と
述
べ
る
が
、「
教
唆
詞
訟
」
は
「
金
銭
を
と
っ
て
訴
訟
文
書
を
書
く
こ
と
」
で
は

な
い
し
、「
金
銭
を
と
っ
て
訴
訟
文
書
を
書
く
こ
と
」
を
禁
じ
る
「
国
法
」
は
、
管
見
の
限
り
、
見
当
た
ら
な
い
。

四

訟
師
の
呈
詞
代
作
業
務
の
合
法
性

清
代
、
訴
訟
文
書
に
記
載
す
る
文
章
(以
下
、「
呈
詞
」
と
記
す
。）
を
訟
師
が
依
頼
人
の
た
め
に
代
作
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
清
律
の
教
唆
詞
訟
条
に
附
属
す
る
条
例
の
一
つ
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
例
は
律
令
研
究
会
編
『
(熊
本
藩

訓
訳
本
）
清
律
例
彙
纂
(四
）』
(汲
古
書
院
、
昭
和
五
十
七
年
）
を
見
た
。

【
訓
読
】

内
外
の
刑
名
衙
門
、
務
め
て
里
民
中
の
誠
実
に
し
て
字
を
識
る
者
を
択
び
、
代
書
を
考
取
す
。
凡
そ
呈
状
有
れ
ば
、
皆
、
其
れ
を
し
て

本
人
の
情
詞
に
照
ら
し
て
、
実
に
拠
り
て
謄
写
し
、
呈
後
に
代
書
の
姓
名
を
登
記
せ
し
め
、
該
衙
門
、
験
明
し
て
方は

じ

め
て
収
受
を
許
す
。
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も
し
代
書
の
姓
名
無
け
れ
ば
、
即
ち
厳
に
査
究
を
行
う
。
其
れ
教
唆
し
て
増
減
す
る
者
有
ら
ば
、
律
に
照
ら
し
て
治
罪
す
。

【
原
文
】

内
外
刑
名
衙
門
、
務
択
里
民
中
之
誠
実
識
字
者
、
考
取
代
書
。
凡
有
呈
状
、
皆
令
其
照
本
人
情
詞
、
拠
実
謄
写
。
呈
後
、
登
記
代
書
姓

名
。
該
衙
門
験
明
、
方
許
収
受
。
如
無
代
書
姓
名
、
即
厳
行
査
究
。
其
有
教
唆
増
減
者
、
照
律
治
罪
。

こ
の
条
例
に
つ
い
て
、
呉
壇
『
大
清
律
例
通
考
』
は
、「
こ
の
条
は
雍
正
七
年
(一
七
二
九
）
の
定
例
に
係
る
。
査
す
る
に
原
例
は
専

ら
直
省
府
州
県
を
指
し
て
言
う
。
雍
正
十
三
年
(一
七
三
五
）
に
至
り
、
又
た
在
京
の
刑
名
衙
門
、
代
書
を
設
立
す
る
の
例
有
り
。
乾
隆

五
年
(一
七
四
〇
）
の
館
修
に
て
、
併
せ
て
一
条
と
為
し
、
以
て
内
外
画
一
の
遵
行
に
便
な
ら
し
む
。」
と
説
明
し
て
い
る
(馬
建
石
他

編
『
大
清
律
例
通
考
校
注
』
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。
八
九
九
頁
）。

こ
の
条
例
を
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
官
司
に
よ
っ
て
代
書
に
選
任
さ
れ
た
者
だ
け
が
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
定
め
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
条
例
は
、
官
選
の
代
書
だ
け
が
、
訴
訟
文
書
を
官
司
に
提
出
し
よ
う
と
す

る
者
が
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
持
参
し
た
呈
詞
、
あ
る
い
は
そ
の
者
の
求
め
に
応
じ
て
官
選
の
代
書
が
代
作
し
た
呈
詞
を
正
式
な
訴
訟
文

書
の
用
紙
に
「
謄
写
」
す
る
(書
き
写
す
）
こ
と
が
で
き
る
、
と
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
訴
訟
文
書
を
官
司
に
提
出
し
よ

う
と
す
る
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
訟
師
に
頼
ん
で
呈
詞
を
代
作
し
て
も
ら
う
こ
と
を
、
こ
の
条
例
は
禁
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
光
緒
会
典
事
例
』
(『
清
会
典
事
例
』
中
華
書
局
）
巻
八
一
九
、
刑
部
九
十
七
、
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟
に
次
の
よ
う
な
事
例
(則

例
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

旧
中
国
の
訴
訟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
「
訟
師
」
の
合
法
性
に
つ
い
て
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【
訓
読
】

乾
隆
十
二
年
(一
七
四
七
）
議
准
。
一
応

す
べ
て

の
詞
状
は
必
ず
須
ら
く
代
書
、
実
に
拠
り
て
填
写
す
べ
し
。
手
を
訟
師
に
仮か

る
を
得
ず
。
定

例
(先
程
説
明
し
た
条
例
を
指
す
。）
已
に
周
詳
に
属
す
。
惟
だ
是
れ
各
該
衙
門
、
或
い
は
奉
行
す
る
こ
と
実
な
ら
ず
、
訟
師
・
代
書
を

し
て
串
通
し
て
弊
を
作な

さ
し
む
る
を
致
す
。
一
応

す
べ
て

の
呈
状
は
代
書
の
名
を
登
す
と
雖
も
、
実
は
訟
師
の
手
に
出
づ
。
狼
狽
し
て
姦
を
為
す

は
、
勢
い
免
れ
難
き
と
こ
ろ
な
り
。
応
に
直
省
督
撫
に
通
行
し
て
、
各
属
に
転
飭
し
、
定
例
に
遵
照
し
、
代
書
を
厳
禁
し
て
他
人
の
写
を

将も
っ

て
呈
状
を
就な

し
、
擅

ほ
し
い
ま
まに

姓
名
を
登
す
を
許
さ
ざ
る
べ
し
。
(後
略
）

【
原
文
】

乾
隆
十
二
年
議
准
。
一
応
詞
状
、
必
須
代
書
拠
実
填
写
。
不
得
仮
手
訟
師
。
定
例
已
属
周
詳
。
惟
是
各
該
衙
門
、
或
奉
行
不
実
、
致
使

訟
師
代
書
串
通
作
弊
。
一
応
呈
状
、
雖
登
代
書
之
名
、
実
出
訟
師
之
手
。
狼
狽
為
姦
、
勢
所
難
免
。
応
通
行
直
省
督
撫
、
転
飭
各
属
、
遵

照
定
例
、
厳
禁
代
書
、
不
許
将
他
人
写
就
呈
状
、
擅
登
姓
名
。
(後
略
）

こ
の
事
例
(則
例
）
は
一
見
、
訟
師
が
代
作
し
た
呈
詞
を
官
選
の
代
書
が
正
式
な
訴
訟
文
書
の
用
紙
に
謄
写
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
禁

止
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
事
例
が
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
官
選
の
代
書
が
訟
師
と
結
託

し
て
、
自
ら
呈
詞
を
訟
師
に
作
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
代
書
を
厳
禁
し
て
、
他
人
の
写
を
将
て
呈
状
を
就な

す
を
許
さ
ず
。
(官
選
の
代
書

が
、
他
人
が
書
い
た
文
章
を
使
っ
て
呈
状
を
作
成
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
許
さ
な
い
。）」
と
あ
る
「
他
人
の
写
」
と
は
、
訴
訟
文
書
を
官

司
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
持
参
し
た
呈
詞
、
及
び
そ
の
者
の
求
め
に
応
じ
て
官
選
の
代
書
が
代
作
し
た
呈
詞

以
外
の
、
第
三
者
が
官
選
の
代
書
と
結
託
し
て
作
っ
た
呈
詞
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
訴
訟
文
書
を
官
司
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
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ら
か
じ
め
訟
師
に
代
作
し
て
も
ら
っ
た
呈
詞
を
官
選
の
代
書
が
謄
写
す
る
こ
と
を
、
こ
の
事
例
は
禁
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
光
緒
会
典
事
例
』
巻
八
一
九
の
同
じ
項
に
、
嘉
慶
二
十
二
年
(一
八
一
七
）
に
制
定
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
条
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

【
訓
読
】

凡
そ
事
件
を
控
告
す
る
者
有
ら
ば
、
其
の
呈
詞
は
倶
に
責も

と

め
て
自
ら
作
ら
し
む
。
自
ら
作
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
其
の
口
訴
を
准ゆ

る

す
。
書

吏
及
び
官
代
書
を
し
て
、
其
の
口
訴
の
詞
に
拠
り
、
質
に
従
い
て
書
写
せ
し
む
。
(後
略
）

【
原
文
】

凡
有
控
告
事
件
者
、
其
呈
詞
、
倶
責
令
自
作
。
不
能
自
作
者
、
准
其
口
訴
。
令
書
吏
及
官
代
書
、
拠
其
口
訴
之
詞
、
従
質
書
写
。
(後

略
）こ

の
条
例
の
「
責
令
自
作
」
の
箇
所
が
、
も
し
「
必
須
自
作
」
に
な
っ
て
い
た
ら
、
訟
師
が
依
頼
人
の
た
め
に
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と

は
、
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
責
令
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
条
例
は
、
責
(も
と
）
め
て

呈
詞
を
自
作
さ
せ
る
、
即
ち
、
で
き
る
だ
け
呈
詞
を
自
作
さ
せ
る
、
と
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
訴
訟
文
書
を
官
司
に
提
出
し
よ
う

と
す
る
者
が
呈
詞
を
訟
師
に
代
作
し
て
も
ら
う
こ
と
を
禁
止
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
同
書
同
項
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
嘉
慶
二
十
二
年
諭
に
拠
れ
ば
、
こ
の
条
例
は
、
今
後
は
呈
状
の
末
尾
に
代
作
者
の
姓
名
住
所
を
明
記
し
な
い
と
、
呈
状
を
受

理
し
な
い
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
刑
部
の
提
案
に
対
し
て
、
皇
帝
が
、
そ
の
よ
う
な
法
律
を
作
っ
て
も
、
代
作
者
は
偽
名
を
記

旧
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入
し
て
も
ら
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
反
論
し
て
、
刑
部
の
提
案
の
代
わ
り
に
自
ら
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
条
例
は
、

訟
師
が
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
清
代
、
訟
師
が
依
頼
人
の
た
め
に
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
訟
師
の

呈
詞
代
作
業
務
は
違
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
夫
馬
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
(前
掲
、
四
五
五
頁
）
は
、
清
末
の
一
知

県
が
書
い
た
批
示
の
文
章
を
掲
げ
て
、「
批
示
は
告
状
を
出
し
て
き
た
当
人
に
対
す
る
も
の
で
、
確
か
に
途
中
ま
で
は
そ
う
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
途
中
か
ら
急
に
、
訟
師
に
対
す
る
攻
撃
に
代
わ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
訟
師
が
告
状
を
代
作
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
知
県
は
、
訟
師
が
代
作
し
た
も
の
と
前
提
し
て
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。」「
訟
師
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知

州
・
知
県
あ
る
い
は
幕
友
は
、
告
状
の
向
こ
う
に
訟
師
が
い
る
も
の
と
し
て
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
清

代
、
訟
師
が
呈
詞
を
代
作
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
知
県
が
告
状
を
「
訟
師
が
代
作
し
た
も
の
と
前
提
し

て
読
ん
で
」
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五

｢厳
禁
訟
師
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て

史
料
に
出
て
く
る
「
厳
禁
訟
師
」
と
い
う
文
言
の
「
禁
」
は
、
前
節
に
掲
げ
た
乾
隆
十
二
年
の
事
例
に
出
て
く
る
「
厳
禁
代
書
」
と
い

う
文
言
の
「
禁
」
と
同
じ
く
、
制
止
す
る
の
意
で
あ
っ
て
、
禁
絶
す
る
の
意
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
光
緒
会
典
事
例
』
巻
一
一
二
、
吏

部
、
処
分
例
に
、「
厳
禁
訟
師
」
の
見
出
し
の
下
に
、「
凡
そ
呈
詞
を
写
す
る
の
人
は
、
止
だ
実
情
を
写
録
し
て
控
告
せ
し
む
。
も
し
詞
訟

を
教
唆
し
、
情
罪
を
増
減
し
て
誣
告
せ
し
め
、
並
び
に
駕
詞
も
て
越
告
せ
し
め
、
以
て
財
を
傷や

ぶ

り
俗
を
害
す
る
を
致
す
者
あ
ら
ば
、
地
方

官
を
し
て
厳
拏
せ
し
め
、
律
例
に
照
ら
し
て
重
き
に
従
い
て
治
罪
せ
し
む
。
(中
略
）
も
し
、
訟
師
の
愚
民
を
誘
惑
し
て
教
唆
し
て
誣
捏
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せ
し
む
る
等
の
事
を
明
ら
か
に
知
り
て
、
仍な

お
復
た
徇
畏
し
て
報
ぜ
ず
、
上
司
の
訪
拏
を
経
ば
、
該
地
方
官
を
将
て
、
姦
棍
に
査
拏
を
行

わ
ざ
る
例
に
照
ら
し
て
、
一
級
を
降
し
て
調
用
す
。」
と
い
う
、
雍
正
三
年
(一
七
二
五
）
に
奏
准
さ
れ
た
則
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
則
例
の
内
容
か
ら
見
て
、「
厳
禁
訟
師
」
の
見
出
し
が
、「
訟
師
(が
誣
告
を
教
唆
す
る
の
）
を
厳
し
く
制
止
す
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
清
の
于
成
龍
撰
『
于
清
端
政
書
』
(『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
七
、
興
利
除
弊
条
約
に
次
の
よ
う
な
禁
約
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。「
一
、
訟
師
を
厳
禁
す
。
両
江
(江
南
と
江
西
）
地
方
は
、
俗
、
健
訟
を
尚
ぶ
。
小
忿
な
る
も
輙
り
に
大
案
に
装
い
、
遠
事
な
る
も

新
冤
と
揑
称
す
。
鬼
を
載
す
る
に
弧
を
張
る
(『
易
経
』
睽
。
疑
心
暗
鬼
の
意
。）、
問
官
、
詰
審
に
従よ

る
無
し
。
厥そ

の
由
る
と
こ
ろ
を
揆

る
に
、
皆
、
奸
悪
な
る
訟
師
、
本
人
に
照
ら
し
て
事
に
拠
り
て
直
書
せ
ず
、
株
連
を
採
揑
し
、
聳
聴
を
希
図
す
る
に
縁
る
。
理
を
准ゆ

る

す
の

後
に
及
び
、
両
造
(原
告
被
告
）
茫
然
た
り
。
更
に
且
つ
、
中
よ
り
主
唆
し
、
恐
嚇
詐
騙
す
。
未
だ
対
簿
に
及
ば
ず
し
て
、
原
被
の
身
家
、

幾
ど
訟
師
の
手
に
傾
く
。
之
れ
を
言
う
に
、
殊
に
髮
指
に
堪
う
。
示
す
る
の
後
、
代
書
は
止
だ
情
事
を
直
書
す
る
を
許
す
の
み
。
別
に
増

減
有
る
を
得
ず
。
仍
お
代
書
の
姓
名
を
填
せ
し
む
。
も
し
審あ

き

ら
か
に
虚
誣
す
る
者
有
ら
ば
、
代
書
を
提
し
て
(呼
び
出
し
て
）、
重
き
に

従
い
て
厳
究
す
。
其
れ
過
悪
の
昭
著
な
る
訟
師
有
ら
ば
、
地
方
官
を
し
て
并
び
に
訪
拿
し
て
轅
門
(官
庁
の
外
門
）
に
解お

く

ら
し
む
。
死
に

処
し
て
貸ゆ

る

さ
ず
。」
こ
の
禁
約
の
内
容
か
ら
見
て
、
冒
頭
の
「
厳
禁
訟
師
」
の
文
言
が
、「
訟
師
(が
呈
詞
を
代
作
し
て
事
情
を
増
減
す
る

の
）
を
厳
し
く
制
止
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
明
清
時
代
の
訟
師
に
つ
い
て
論
じ
た
夫
馬
諸
論
文
の
、
訟
師
の
業
務
が
違
法
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
解
に
対
し
て
反
論
し
た
。
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国
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訴
訟
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バ
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
除
け
ば
、
夫
馬
諸
論
文
は
、「
訟
師
を
必
要
と
し
た
の
は
外
で
も
な
い
、
訴
訟
制
度
そ
の
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。」
(「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」
前
掲
、
四
六
五
頁
）、「
法
律
知
識
の
な
い
人
民
は
訟
師
を
雇
っ
て
官
僚
と
胥
吏
・
差

役
に
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。」
(同
上
、
四
六
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
訟
師
の
職
業
倫
理
を
語
る
史
料
を
紹
介
し
て
い
る

よ
う
に
(「
訟
師
秘
本
の
世
界
」
前
掲
、
第
一
節
）、
旧
中
国
の
訟
師
は
、
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
人
民
の
た
め
に
、
法
律
に
基
い
て
助

言
を
与
え
、
効
果
的
な
呈
詞
を
代
作
し
て
、
そ
の
人
民
が
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
訴
訟
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
旧
中
国
の
訟
師
の
本
質
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
読
む
人
が
頭
の
中
で
、
訟
師
の
業
務
は
違
法
で
は

な
か
っ
た
と
訂
正
し
な
が
ら
夫
馬
諸
論
文
を
読
め
ば
、
旧
中
国
の
訟
師
に
つ
い
て
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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