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大
権
令
状
勺
奉
ぎ
㎎
”
試
ぎ
貞
旨
駐

に
つ
い
て金

子

芳

雄

五四　一　 一
　一　　　 一
　一　一

序令
妖
概
観

移
逡
令
朕
・
禁
止
令
瓶

職
務
執
行
令
欺

結
び

　
英
國
に
は
從
來
よ
り
司
法
的
統
制
（
冒
象
。
芭
8
暮
唇
一
）
と
稻
せ
ら
れ
る
手
段
が
存
在
し
、
司
法
部
が
執
行
部
乃
至
行
政
部
に
一
定
の
拘
束
を

く
わ
え
て
き
た
。
こ
の
司
法
的
統
制
は
廣
義
に
お
い
て
、
實
艦
法
的
統
制
と
手
績
法
的
統
制
の
爾
者
を
ふ
く
む
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
、
と

く
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
大
構
令
状
（
肩
霞
霞
畳
琶
置
募
）
制
度
は
後
者
た
る
手
績
法
的
部
分
の
一
を
形
成
す
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は

大
槽
令
状
制
度
が
他
の
司
法
的
拘
束
手
段
に
く
ら
べ
如
何
な
る
差
異
を
ゆ
う
す
る
か
、
ま
た
、
大
椹
令
朕
制
度
に
は
如
何
な
る
も
の
が
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
各
々
は
如
何
な
る
役
割
を
は
た
し
て
き
た
か
を
明
か
に
し
た
い
。

　
司
法
的
統
制
に
か
ん
す
る
手
綾
を
整
理
す
る
と
、
大
別
し
て
、
第
一
、
普
通
法
系
統
の
も
の
、
第
二
、
衡
雫
法
系
統
の
も
の
、
第
三
、
制
定
法

系
統
の
も
の
、
の
三
に
わ
け
う
る
。
こ
の
う
ち
、
第
三
の
場
合
は
個
別
的
な
制
定
法
に
よ
り
行
政
部
の
行
爲
に
た
い
し
上
訴
を
み
と
め
る
も
の
ゆ

　
　
　
大
灌
令
朕
男
お
岩
瞬
辞
貯
O
≦
識
宏
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
三
七
九
）



　
　
　
大
穫
令
朕
等
Φ
目
O
瞬
帥
菖
く
①
毛
二
岳
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
三
八
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

え
、
間
題
は
比
較
的
少
い
。
第
二
の
衡
李
法
系
に
驕
す
る
も
の
に
、
差
止
命
令
（
ま
た
は
禁
止
命
令
）
（
一
且
目
。
試
目
）
等
が
あ
る
。
こ
の
差
止
命

令
は
、
一
定
の
行
爲
を
な
す
こ
と
を
防
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
行
爲
を
繰
返
し
お
こ
な
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
裁
到
所
の
獲
す
る
命

令
で
あ
る
。
而
し
て
、
裁
到
所
は
訴
に
よ
り
か
か
る
命
令
を
行
政
部
に
た
い
し
て
獲
し
、
司
法
的
拘
束
を
く
わ
え
る
。
大
樺
令
歌
手
績
と
こ
の
種

手
績
が
如
何
に
異
る
か
を
明
か
に
す
る
た
め
、
こ
の
差
止
命
令
の
獲
せ
ら
れ
た
具
龍
例
（
そ
れ
は
地
方
公
共
團
禮
の
行
爲
に
た
い
し
爽
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
）
を
あ
げ
る
。
こ
の
命
令
は
地
方
公
共
團
髄
の
行
爲
が
、
い
わ
ゆ
る
、
公
的
不
法
妨
害
（
讐
霞
o
β
鼠
器
琴
Φ
）
を
形
成
す
る
と
ぎ
多
く
護
せ

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
公
道
の
交
通
妨
害
等
公
衆
の
椹
利
・
利
釜
を
侵
害
す
る
場
合
に
多
く
焚
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
方
公
共

團
饅
の
行
爲
が
純
然
た
る
私
穰
の
侵
害
の
場
合
に
襲
せ
ら
れ
た
例
も
そ
ん
す
る
。
而
し
て
、
裁
到
所
に
た
い
し
差
止
命
令
を
請
求
す
る
者
は
、
原

則
と
し
て
公
釜
の
代
表
者
と
し
て
の
法
務
長
官
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
も
ち
ろ
ん
、
到
例
に
よ
り
明
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
黙

を
、
ケ
ル
ム
ス
ホ
ー
ド
卿
（
】
ざ
邑
9
Φ
ぎ
霞
o
邑
）
は
、
「
當
該
行
爲
が
た
と
え
制
定
法
に
よ
つ
て
授
椹
せ
ら
れ
た
範
園
を
越
え
る
も
の
で
あ
つ
て

も
、
個
人
が
未
だ
具
髄
的
な
損
害
を
蒙
っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
切
迫
し
ま
た
は
償
う
こ
と
の
で
き
な
い
結
果
を
生
ず
る
に
い
た
ら
な
い
場

合
、
公
盆
の
た
め
裁
到
所
に
訴
え
、
こ
の
越
椹
行
爲
を
防
止
し
う
る
者
は
法
務
長
宮
以
外
に
な
い
と
か
ん
が
え
る
。
も
し
、
個
人
が
未
だ
損
害
を

蒙
ら
ず
、
ま
た
、
將
來
か
な
ら
ず
損
害
を
蒙
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
も
そ
ん
し
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
の
者
が
公
衆
一
般
よ
り
損
害
を
蒙
る

可
能
性
が
多
い
と
し
て
も
、
こ
の
理
由
だ
け
か
ら
し
て
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
者
に
特
別
の
地
位
を
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
公
釜
侵
害
の

救
濟
を
も
と
め
為
穫
利
も
あ
た
え
ら
れ
え
な
い
し
、
ま
た
、
制
定
法
違
反
の
訴
訟
を
な
す
椹
利
も
あ
た
え
ら
れ
な
い
」
　
（
ミ
胃
Φ
質
国
罐
①
耳
の
、

　
　
　
　
　
　
（
2
）

9
轟
一
9
・
弘
。
。
密
）
。
も
つ
と
も
、
か
か
る
訴
訟
に
お
い
て
法
務
長
官
が
原
告
と
な
る
と
い
つ
て
も
、
こ
の
黙
多
分
に
擬
制
的
な
要
素
が
そ
ん
す
る
。

す
な
わ
ち
、
特
定
の
者
が
法
務
長
官
に
か
か
る
行
爲
を
な
す
よ
う
請
求
し
、
法
務
長
官
が
こ
の
請
求
を
容
認
す
れ
ば
、
こ
の
者
が
法
務
長
官
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

に
お
い
て
具
艦
的
な
訴
訟
手
績
を
進
め
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
法
務
長
官
が
こ
の
請
求
を
受
け
い
れ
る
か
否
か
は
全
く
の
自
由
裁
量
行
爲
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

て
、
こ
の
同
意
の
い
か
ん
に
よ
り
、
こ
の
種
訴
訟
の
濫
用
を
防
止
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
に
た
い
す
る
例
外
と
し
、
個
人
が
直
接
裁



到
所
に
差
止
命
令
を
求
め
う
る
場
合
を
、
バ
ー
ク
レ
イ
（
切
弩
o
匹
身
）
到
事
が
到
例
中
（
】
w
曙
8
＜
・
勺
帥
島
置
讐
§
9
巷
o
轟
ε
ン
這
8
）
で
あ
き

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
①
公
釜
侵
害
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
私
権
の
侵
害
と
な
る
場
合
、
②
私
穫
の
侵
害
で
は
な
い

が
、
原
告
が
そ
の
公
釜
侵
害
行
爲
の
結
果
、
特
別
の
損
害
を
蒙
る
場
合
、
こ
の
二
つ
の
場
合
に
は
、
私
人
が
箪
凋
で
こ
の
種
請
求
を
裁
到
所
に
も

　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
め
う
る
と
い
う
。

　
し
か
ら
ば
、
こ
の
種
命
令
と
大
椹
令
朕
と
の
あ
い
だ
に
、
い
か
な
る
差
異
が
そ
ん
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
具
艦
的
な
差
異
に
つ
い
て
は
、
後
蓮
大

穫
令
状
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
お
の
ず
か
ら
あ
き
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
大
綱
の
み
の
べ
る
と
、
差
止
命
令
は
行
爲
の
結
果
に
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

黙
を
お
き
、
結
果
の
不
當
性
を
間
題
と
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
大
椹
令
欺
の
場
合
は
行
爲
自
髄
の
違
法
性
を
間
題
と
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
普
通
法
系
統
の
司
法
的
拘
束
手
段
と
し
、
大
権
令
状
に
よ
る
方
法
と
、
一
般
の
普
通
法
の
原
則
に
し
た
が
つ
て
私
人
が
訴
を
提
起
す

る
方
法
、
お
よ
び
、
行
政
部
の
行
爲
を
起
訴
（
一
邑
糞
巨
Φ
喜
）
し
刑
事
裁
到
を
お
こ
し
行
政
部
の
行
爲
を
拘
束
す
る
方
法
、
の
三
が
あ
る
。

　
司
法
的
拘
束
は
手
綾
自
髄
を
中
心
に
か
ん
が
え
て
も
、
前
述
の
、
こ
と
く
複
雑
に
分
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
拘
束
の
客
艦
た
る
機
關
に
つ
い
て

も
、
そ
の
性
質
に
よ
り
取
扱
い
を
異
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
る
。
英
國
に
は
閃
昆
①
亀
b
帥
名
の
法
原
理
と
と
も
に
、
円
ぎ
固
ロ
㎎
8
昌
9

琴
毛
さ
β
瞬
と
い
う
國
王
な
ら
び
に
國
王
の
官
吏
と
稻
せ
ら
れ
る
者
に
た
い
す
る
冤
責
條
項
が
存
在
す
る
。
こ
の
冤
責
規
定
は
訴
訟
等
に
お
い

て
種
々
の
黙
で
例
外
的
結
果
を
し
よ
う
ず
る
。
こ
の
た
め
從
來
よ
り
行
政
關
係
の
訴
訟
を
と
り
あ
つ
か
う
場
合
は
、
國
王
お
よ
び
國
王
に
直
属
す

る
機
關
と
、
制
定
法
に
よ
り
創
設
せ
ら
れ
た
機
關
と
を
匠
別
し
た
。
そ
し
て
、
後
者
は
（
そ
の
典
型
と
し
地
方
公
共
團
腔
を
あ
げ
う
る
が
）
、
そ
の
権
限

が
制
定
法
に
よ
り
授
権
せ
ら
れ
、
か
っ
、
法
人
格
が
あ
た
え
ら
れ
る
た
め
、
私
人
と
同
様
の
と
り
あ
つ
か
い
も
で
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
制
定
法
で

授
椹
ぜ
ら
れ
た
範
園
を
基
準
と
し
、
越
椹
を
理
由
と
し
裁
到
所
が
か
か
る
機
關
の
行
爲
を
審
査
し
う
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
前
者
は
上
述
冤
責
規

定
の
た
め
、
本
來
裁
到
所
は
何
等
關
與
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
英
法
特
有
の
官
吏
の
法
的
責
任
の
個
人
責
任
へ
の
韓
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
た

だ
一
九
四
七
年
の
9
0
琶
β
寄
0
8
a
言
㎎
卜
9
に
よ
り
一
九
四
八
年
よ
り
こ
の
冤
責
規
定
は
修
正
を
う
け
、
國
王
に
つ
い
て
も
一
般
類
似
の
訴

　
　
　
大
椹
令
妖
兇
3
唇
瞬
費
註
＜
Φ
≦
昆
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
三
八
一
）



　
　
　
大
椹
令
妖
兇
8
き
騎
辞
オ
Φ
ミ
匡
室
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
三
八
二
）

訟
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
（
1
）
　
衡
卒
法
系
統
に
馬
す
も
も
の
と
し
、
差
止
命
令
の
ほ
か
に
、
宣
言
的
判
決
（
富
包
胃
辞
o
薫
廿
山
㎎
B
Φ
暮
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
行
政
機
關
や
國
王
を
代
表
す

　
　
　
る
法
務
長
官
を
被
告
と
し
、
そ
れ
等
の
行
爲
が
違
法
な
る
旨
の
宣
言
的
判
決
を
も
と
め
、
よ
つ
て
行
政
聴
の
蓮
法
行
爲
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
（
2
）
一
●
≦
●
笥
臼
巳
轟
9
害
言
o
嘗
雷
o
鴎
ぎ
。
巴
O
。
＜
Φ
暮
旨
Φ
導
鍔
き
ω
議
①
鼻
（
お
類
）
｝
や
boo
o
り
●

　
（
3
）
国
曽
詳
ポ
ぎ
時
。
身
o
試
。
β
8
窪
Φ
H
軸
≦
o
騰
ピ
8
巴
O
。
〈
①
き
貰
Φ
暮
き
山
》
山
鼠
巨
界
岳
ま
書
堕
騨
げ
9
●
（
ド
逡
O
）
》
や
o。
爵

　
（
4
）
も
窪
β
ぎ
吟
P
o
や
鼠
～
℃
●
賠
O
●

　
（
5
）
　
高
柳
賢
三
・
英
米
法
の
基
礎
・
一
七
二
頁
以
下
、
田
中
和
夫
・
英
米
法
の
基
礎
・
九
〇
頁
以
下
、
綿
貫
芳
源
・
英
國
地
方
制
度
論
・
一
九
四
頁
。

二

　
英
國
に
は
前
述
の
ご
と
く
円
富
江
β
㎎
o
き
9
ぎ
名
3
b
瞬
と
い
う
法
諺
が
そ
ん
す
る
た
め
、
公
的
機
關
に
た
い
し
そ
の
行
爲
の
救
濟
を

も
と
め
る
場
合
、
普
通
法
の
一
般
原
則
を
利
用
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
手
績
等
に
お
い
て
可
成
り
複
雑
な
過
程
を
ふ
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
大
椹
令
状
を
も
と
め
る
と
い
う
救
濟
手
績
が
襲
達
し
て
き
た
。
而
し
て
、
こ
の
大
椹
令
歌
は
一
九
三
八
年
の
さ
o
卜
q
日
営
拡
訂
穿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

註
自
亀
身
の
註
8
（
目
器
亀
き
8
温
浮
薯
芭
目
）
卜
9
に
よ
り
手
綾
が
簡
易
化
さ
れ
、
そ
の
名
も
大
穫
命
令
と
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。

　
現
在
、
こ
の
大
椹
命
令
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
し
、
も
つ
と
も
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
ぎ
Φ
器
O
o
昌
塁
（
人
身
保
護
）
竃
塑
け
量
目
葛
（
職

務
執
行
）
b
岩
匡
獣
註
9
（
禁
止
）
O
霞
註
o
量
鼠
（
移
邊
）
の
四
命
令
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
大
穫
令
欺
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
た
ん
に
こ

の
四
種
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
す
で
に
慶
止
さ
れ
、
ま
た
は
慶
止
さ
れ
た
と
同
様
の
も
の
を
も
あ
げ
れ
ば
、
ρ
ぎ
≦
霞
壁
暮
o
（
灌
限

開
始
）
f
如
何
な
る
罐
限
に
よ
り
官
職
乃
至
権
利
の
保
有
を
主
張
す
る
か
を
謹
明
す
る
よ
う
命
ず
る
令
朕
。
地
方
公
共
團
艦
そ
の
他
の
椹
限

審
査
、
お
よ
び
、
不
法
に
地
方
公
共
團
艦
の
官
職
に
つ
い
て
い
る
者
を
訴
追
す
る
場
合
に
利
用
さ
れ
た
が
、
・
現
在
で
は
こ
の
令
歌
の
か
わ
り
に

ぎ
甘
唐
試
9
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ー
乙
Q
包
器
閂
碧
一
器
（
告
知
）
ー
國
王
の
認
可
・
特
許
等
を
取
沿
す
目
的
で
穫
せ
ら
れ
る
令
駄
で
、
相
手



方
に
特
許
等
を
取
沿
し
え
な
い
理
由
を
謹
明
せ
し
め
る
形
式
を
と
る
。
i
2
①
ロ
×
Φ
彗
即
轟
ぎ
（
離
國
禁
止
）
ー
裁
到
到
決
の
執
行
・
防
衛

等
、
一
定
目
的
確
保
の
た
め
、
臣
民
が
王
國
外
に
い
ず
る
を
禁
止
ま
た
は
制
限
す
る
令
歌
I
Z
9
冑
8
9
Φ
民
o
図
罐
①
国
β
8
塁
巨
ざ
（
裁
判

取
下
）
－
一
定
事
件
に
つ
き
國
王
が
利
害
關
係
を
ゆ
う
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
事
件
を
普
通
法
裁
到
所
の
管
轄
よ
り
除
外
せ
ん
と
す
る
令

　
　
　
　
　
　
（
2
）

朕
i
等
が
あ
る
。

　
こ
れ
等
諸
令
朕
は
、
そ
の
創
設
の
と
き
よ
り
大
椹
令
状
の
名
を
も
つ
て
よ
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
一
般
の
令
状
髄
系
と
密
接
な
關
係
を
も

つ
て
獲
達
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
大
椹
令
厭
の
起
源
・
塗
遷
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
令
歌
膿
系
一
般
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
、
ぬ
。
し
た
が
つ
て
、

本
稿
に
お
い
て
も
以
下
に
簡
軍
に
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
。

　
令
朕
と
い
う
言
葉
の
本
來
の
意
義
は
、
國
王
の
手
紙
で
あ
り
、
國
王
が
そ
の
政
策
を
途
行
す
る
に
あ
た
つ
て
稜
し
た
命
令
書
を
い
5
。
令
状
の

起
源
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
に
こ
れ
を
求
め
、
あ
る
い
は
ノ
ル
マ
ン
慣
習
法
に
こ
れ
を
求
め
る
等
、
か
な
ら
ず
し
も
一
定
し
た

　
　
（
3
）

論
は
な
い
。

　
右
に
の
べ
た
ご
と
く
、
令
歌
は
司
法
と
行
政
（
雲
8
喜
貯
Φ
）
の
未
分
離
の
こ
ろ
よ
り
、
爾
目
的
達
成
の
た
め
に
獲
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
司
法
が
分
離
凋
立
す
る
に
お
よ
ん
で
、
國
王
裁
到
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
か
な
ら
ず
こ
の
令
欣
を
う
る
を
要
す
る
よ
う
に

な
つ
た
。
そ
の
後
、
十
二
世
紀
頃
に
は
令
歌
に
慣
行
的
な
一
定
の
型
が
生
じ
、
こ
の
型
に
合
致
す
る
訴
訟
の
み
が
國
王
裁
到
所
で
審
理
さ
れ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
國
王
裁
到
所
で
審
理
し
う
る
事
項
の
形
式
・
範
園
は
令
朕
に
よ
り
一
定
の
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
　
一
方
、
こ
の
種
令
歌
は

形
式
が
合
致
す
る
か
ぎ
り
、
令
歌
穫
給
申
請
者
の
申
講
は
い
れ
ら
れ
大
法
官
よ
り
獲
せ
ら
れ
た
の
で
、
當
然
令
歌
ま
た
は
定
型
令
朕
（
霞
誘
9

零
亀
器
・
再
Φ
＜
貯
富
雲
宏
ロ
）
と
よ
ば
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
十
三
世
紀
な
か
ば
頃
に
は
前
述
定
型
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
も
令
状
を
穫
給
す

る
穫
限
が
大
法
官
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
而
し
て
、
こ
の
種
令
歌
は
定
型
令
状
に
た
い
し
、
特
別
令
歌
（
育
①
註
費
・
、
摺
幹
弓
巴
芭
と
よ
ば
れ
た
。

こ
の
特
別
令
厭
は
そ
の
嚢
給
に
つ
き
大
法
官
の
裁
量
が
と
も
な
つ
た
、
す
な
わ
ち
、
恩
恵
の
令
欣
（
霞
誘
9
鴨
蓉
①
）
た
る
黙
で
前
述
定
型
令
歌

　
　
　
大
灌
令
歌
勺
目
Φ
吋
〇
四
餌
註
く
Φ
と
く
目
詫
ロ
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
三
八
三
）



　
　
　
大
椹
令
歌
謹
Φ
弓
o
鳴
註
く
①
d
＜
識
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
三
八
四
）

　
　
　
　
　
（
4
）

と
異
な
つ
て
い
た
。
つ
ぎ
に
、
現
在
大
穫
令
欣
と
よ
ば
れ
る
に
い
た
つ
た
令
状
が
、
當
時
こ
の
訂
雪
猷
冒
轟
置
霞
巴
富
に
属
し
て
い
た
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
不
明
で
あ
る
が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
後
期
に
は
こ
の
爾
者
の
間
に
あ
る
程
度
の
共
通
性
を
ゆ
う
す
る
に
い
た
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
、
こ
の
再
雲
昼
目
韻
一
の
書
巴
昼
が
大
罐
令
状
の
起
源
で
あ
る
と
一
慮
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
大
椹
令
状
は
、
そ
の
稜
給

が
國
王
の
恩
恵
に
よ
つ
て
い
る
難
、
定
型
令
朕
と
匠
別
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
恩
恵
の
令
状
た
る
特
別
令
朕
の
う
ち
よ
り
、
特
定
の
も
の
が
何
故

大
椹
令
欺
な
る
名
を
冠
し
て
よ
ば
れ
る
に
い
た
つ
た
か
。
　
こ
の
黙
種
々
の
見
地
よ
り
論
明
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
明
確
な
論
明
は
そ
ん
し
な

い
。
た
と
え
ば
、
大
椹
令
状
は
國
王
の
名
に
お
い
て
震
せ
ら
れ
る
ゆ
え
、
大
椹
な
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
乍
ら
、
國
王
の
名
に

お
い
て
穫
せ
ら
れ
る
令
状
は
こ
れ
の
み
に
つ
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
か
か
る
論
は
大
権
令
朕
の
大
椹
た
る
理
由
を
充
分
に
論
明
し
て
い
な
い
。
ま
た

一
論
に
、
大
椹
令
欣
は
當
初
國
王
の
た
め
の
訴
訟
に
の
み
襲
せ
ら
れ
、
後
に
い
た
つ
て
臣
民
の
た
め
に
襲
せ
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

大
穫
令
朕
の
大
穫
た
る
理
由
を
こ
こ
に
も
と
め
ん
と
す
る
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
身
保
護
令
朕
や
禁
止
令
朕
は
、
最
初
よ
り
臣
民
の
た
め
に
稜

せ
ら
れ
た
令
欣
で
あ
る
が
、
な
お
、
大
穫
令
状
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
職
務
執
行
令
状
や
移
逸
令
状
も
司
法
令
欣
た
る
性
質
を
ゆ
う
す
る
に

い
た
つ
て
か
ら
は
、
臣
民
に
く
わ
え
ら
れ
た
不
正
、
違
法
の
救
濟
の
た
め
行
使
せ
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
承
認
し
た
う
え

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
論
は
と
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
大
権
令
朕
の
大
権
た
る
由
來
を
論
明
せ
ん
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
準
は
不
明
瞭
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
差
異
は
程
度
の
差
に
露
着
す
る
が
、
大
穫
令
状
は
比
較
的
國
王
に
利
害
關
係
の
深
い
訴
訟
に
つ
い
て
獲
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

ゆ
え
大
椹
な
る
言
葉
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
ほ
か
、
詮
明
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
從
來
の
男
器
3
㎎
辞
貯
①
≦
鼠
“
9
国
餌
β
q
暫
巨
畠
が
国
霞
o
の
曽
江
く
Φ
O
旨
霞
9
冒
陣
β
鼠
日
器
と
改
稻
さ
れ
た
。
し
た
が
つ
て
本
稿
に
お
い
て
も
、

　
　
　
こ
の
法
令
の
施
行
を
境
と
し
、
令
朕
と
命
令
分
名
聡
を
つ
か
い
わ
け
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
嚴
格
に
こ
の
憾
別
を
行
わ
ず
、
概
ね
、
令
状
と
い
う
言
葉

　
　
を
多
く
使
用
し
て
い
る
。

　
（
2
）
の
・
》
3
0Q
巨
α
F
、
爵
Φ
評
霞
。
駆
江
＜
Φ
≦
鼻
即
、
g
目
酵
一
貴
①
■
署
』
。
弩
轟
ど
＜
。
一
。
罫
乞
。
」
弘
。
鋒
b
●
障
．

　
（
3
）
　
高
柳
賢
三
．
前
掲
書
・
八
五
頁
以
下
、
．
毛
昌
“
、
国
冒
β
o
一
ε
曽
9
富
国
旨
冨
冒
旨
o
欝
＜
o
ピ
ト
o
僧
や
o
◎
O
笹



（
4
）

（（65
））

　
大
法
官
の
特
別
令
歌
獲
給
の
椹
限
は
封
建
諸
侯
の
反
封
の
た
め
ー
自
己
の
封
建
的
裁
剣
管
轄
穫
が
國
王
裁
判
所
に
侵
害
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
i

一
二
五
六
年
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
條
例
（
℃
8
丘
巴
o
屋
亀
O
義
o
呂
）
に
よ
り
大
法
官
は
國
王
乃
至
O
o
9
昌
o
出
の
許
可
な
く
し
て
新
令
妖
に
捺
印
す
る
こ
と

を
禁
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
二
八
五
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
第
二
條
例
（
ぴ
げ
Φ
弊
”
“
ロ
♂
Φ
亀
毛
Φ
警
日
一
屋
“
霞
＝
）
は
一
方
で
は
o
げ
曽
β
o
曾
気
o
一
臼
屏

に
す
で
に
登
せ
ら
れ
た
令
扶
の
事
件
と
類
似
の
事
件
に
た
い
し
令
朕
登
給
の
椹
限
を
み
と
め
る
と
同
時
に
、
新
形
式
の
令
欣
を
作
る
こ
と
を
暗
獣
裡
に
禁
止

し
、
そ
れ
を
國
會
の
穫
限
と
し
た
。
し
か
し
、
o
一
Φ
民
は
從
來
の
令
欺
嚢
給
事
件
を
廣
義
に
解
し
、
新
し
い
欣
況
に
鷹
ず
る
令
欺
を
作
成
し
た
た
め
、
こ
の
よ

う
な
制
限
は
有
名
無
實
と
な
つ
た
。

　
ω
］
B
詫
F
o
b
●
o
詫
●
｝
b
●
“
ω
。

　
ω
O
Φ
b
げ
Φ
冒
、
ψ
O
o
］
B
B
Φ
β
α
費
巨
Φ
ロ
o
団
“
げ
Φ
■
即
蓄
　
o
一
国
β
の
一
薗
β
P
＜
〇
一
●
昌
一
り
層
q
刈
o
o
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
つ
ぎ
に
、
移
邊
令
朕
、
禁
止
令
歌
お
よ
び
職
務
執
行
令
朕
の
各
々
に
つ
き
、
そ
の
起
源
・
攣
遷
・
現
代
的
意
義
等
を
の
べ
る
。

　
移
逸
令
歌
の
本
來
の
意
義
は
、
「
一
暦
明
か
に
し
ら
さ
れ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
國
王
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
を
希
望
す

る
と
き
、
こ
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
國
王
の
た
め
に
作
成
し
、
提
出
す
る
よ
う
命
ず
る
令
朕
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
種
令
欣
は
す

で
に
二
一
六
〇
年
（
匡
Φ
目
鴇
目
）
に
襲
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
當
時
の
令
欺
は
上
述
意
義
の
し
め
す
と
お
り
、
國
王
自
身
の
た
め

震
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
稜
給
目
的
も
一
般
政
治
目
的
に
わ
た
り
多
方
面
に
廣
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
つ
い
で
、
こ
の
令
厭
が
司
法
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
の
た
め
用
い
ら
れ
た
例
と
し
、
一
二
七
］
年
の
僧
職
推
撃
擢
同
復
訴
訟
（
量
崔
Φ
ぎ
肩
Φ
器
暮
旨
①
尋
）
に
か
ん
す
る
も
の
を
あ
げ
う
る
。
こ
れ
は

巡
同
裁
到
所
の
怠
慢
の
た
め
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
國
王
裁
到
所
に
事
件
を
移
逸
す
る
さ
い
、
本
令
歌
を
使
用
し
た
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
八
O
年
以
降
、
こ
の
令
歌
は
し
ば
し
ぱ
通
常
の
訴
訟
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
當
時
は
誤
審
令
状
（
蔭
壁
9
Φ
肖
9
）
的
性
質
を
ゆ
う
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
移
邊
令
欺
は
次
第
に
そ
の
使
用
目
的
を
攣
更
し
て
ゆ
き
、
十
四
世
紀
頃
よ
り
十
七
世
紀
に
い
た
る
間
、
こ
の
令
歌
は
大
艦
つ
ぎ
の

ご
と
き
目
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
　
　
大
灌
令
欺
℃
琴
霞
o
㎎
暮
オ
①
毛
二
盛
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
三
八
五
）



　
　
　
大
椹
令
欣
諄
Φ
円
o
讐
註
く
①
宅
ユ
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヨ
八
　
　
　
（
三
八
六
）

　
e
　
特
別
管
轄
の
下
級
裁
到
所
ー
商
事
裁
到
所
・
海
事
裁
到
所
等
1
の
手
績
の
監
督
、
と
く
に
、
こ
れ
ら
裁
到
所
の
行
爲
を
し
て
授
穫
し

た
範
園
内
に
と
ど
め
し
め
る
た
め
。

　
⇔
　
行
政
目
的
途
行
の
た
め
、
諸
種
の
報
告
を
要
求
す
る
た
め
。

　
㊧
　
諸
目
的
の
た
め
、
訴
訟
記
録
や
文
書
を
大
法
官
や
普
通
法
裁
到
所
に
提
出
せ
し
め
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
四
　
槍
屍
官
（
9
3
目
臼
）
の
調
査
書
や
起
訴
欣
（
営
象
9
琶
Φ
暮
）
を
王
座
裁
到
所
に
移
す
た
め
。

　
そ
の
後
、
前
述
目
的
の
う
ち
訴
訟
記
録
移
逡
の
た
め
の
用
法
が
擾
張
さ
れ
、
十
八
世
紀
に
は
、
「
い
や
し
く
も
制
定
法
で
設
け
ら
れ
た
8
ロ
旨

で
あ
る
以
上
、
移
邊
令
款
は
こ
の
8
目
旨
に
た
い
し
て
効
力
を
ゆ
う
す
る
。
」
（
一
8
9
留
8
暑
①
ざ
質
劇
弩
薯
Φ
ε
と
い
う
原
則
、
お
よ
び
、
「
制

定
法
で
明
ら
か
に
禁
止
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
國
王
は
移
途
令
歌
を
襲
す
る
椹
利
を
ゆ
う
す
る
。
こ
れ
は
普
通
法
に
も
と
ず
く
國
王
固
有
の
穫
利
で
あ

（
4
）る

。
」
と
い
う
原
則
が
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
王
座
裁
劃
所
は
裁
到
官
の
権
限
行
使
の
監
督
、
な
ら
び
に
、
固
有
の
裁
到
所
以
外
の
機
關
で

8
β
旨
と
考
え
ら
れ
る
機
關
の
命
令
等
の
監
督
を
も
と
め
る
移
途
令
欣
の
申
請
で
充
満
し
、
王
座
裁
到
所
は
あ
た
か
も
大
陸
に
お
け
る
高
等
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

裁
到
所
的
性
格
を
ゆ
う
す
る
に
い
た
つ
た
。
現
在
の
高
等
法
院
は
王
座
裁
到
所
の
管
轄
の
大
部
分
を
承
織
し
た
。
而
し
て
、
移
邊
令
駄
は
普
通
法

艦
系
に
お
け
る
公
法
上
の
機
關
に
た
い
す
る
監
督
櫨
の
敏
如
を
お
ぎ
な
う
た
め
、
大
い
に
利
用
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
禁
止
令
歌
は
上
級
裁
到
所
が
下
級
裁
到
所
に
た
い
し
、
管
轄
椹
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
事
件
庭
理
の
禁
止
を
命
ず
る
令
朕
で
あ
る
。
こ
れ
は
移

逡
令
朕
と
こ
と
な
り
、
當
初
よ
り
司
法
令
朕
と
し
て
の
性
格
を
ゆ
う
し
て
い
た
。
こ
の
令
状
は
、
は
じ
め
、
も
つ
ぱ
ら
宗
教
裁
到
所
の
管
轄
椹
を

制
限
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
護
し
う
る
範
園
が
女
第
に
擾
張
さ
れ
、
海
事
裁
到
所
や
衡
手
法
裁
到
所
等
の
特
別
裁
到
所

に
た
い
し
て
も
、
普
通
法
裁
到
所
が
自
己
の
管
轄
槽
を
擾
張
擁
護
す
る
た
め
の
武
器
と
し
て
利
用
す
る
に
い
た
つ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
令
歌
は
王

（
6
）

椹
州
（
o
。
琶
4
℃
巴
暮
ぎ
Φ
）
の
．
こ
と
き
、
通
常
の
裁
到
所
の
権
限
が
お
よ
び
え
ぬ
特
殊
の
州
の
裁
劃
所
に
た
い
し
て
も
穫
せ
ら
れ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
の
令
欺
は
臣
民
の
申
立
に
ょ
り
襲
せ
ら
れ
る
が
、
令
状
に
記
載
さ
れ
る
禁
止
文
言
に
、
「
間
題
と
な
つ
て
い
る
事
件
は
、
王
冠
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

國
王
の
椹
利
に
關
係
す
る
た
め
…
…
」
と
い
う
句
が
挿
入
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
令
欣
が
前
述
の
ご
と
き
特
別
な
る
効
力
を
ゆ
う
す
る
の
は
、

「
こ
れ
は
國
王
の
令
状
で
あ
り
、
國
王
の
穫
利
で
も
あ
り
、
禁
止
令
状
に
し
た
が
わ
ぬ
者
は
國
王
を
中
傷
す
る
も
の
で
あ
り
、
國
王
を
否
認
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
國
王
の
穫
利
を
制
限
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
詮
明
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
令
状
は
臣
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
請
願
を
と
お
し
て
、
國
王
が
國
王
自
身
の
樺
威
の
殿
損
せ
ら
れ
た
る
か
否
か
を
到
断
し
、
こ
れ
を
獲
す
る
。
こ
れ
が
禁
止
令
状
稜
給
の
本
來
的

目
的
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
か
か
る
見
地
に
た
つ
か
ぎ
り
請
願
者
の
樺
利
救
濟
は
こ
の
令
款
の
第
二
次
的
機
能
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
移
邊
令
状
と
禁
止
令
朕
と
は
そ
の
起
源
・
滑
革
等
若
干
の
差
異
が
そ
ん
し
、
ま
た
、
令
朕
の
獲
せ
ら
れ
る
封
象
も
、
禁
止
令

朕
が
傳
統
的
に
裁
剣
所
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
移
邊
令
朕
は
か
な
ら
ず
し
も
裁
到
所
に
限
定
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
現

在
の
司
法
令
朕
と
し
て
の
移
途
令
状
は
す
で
に
な
さ
れ
た
行
爲
に
つ
き
、
高
等
法
院
の
王
座
部
に
お
い
て
再
審
査
の
裁
到
手
績
を
お
ご
な
う
。
一

方
、
禁
止
令
朕
は
権
利
・
利
釜
の
侵
害
乃
至
越
椹
の
お
そ
れ
の
あ
る
具
艦
的
な
行
爲
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
か
か
る
行
爲
を
禁
止
し
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
は
、
す
で
に
な
さ
れ
た
行
爲
が
繰
返
し
な
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
た
め
に
獲
せ
ら
れ
る
。
現
在
の
爾
令
朕
に
も
か
か
る
差
異
が
そ
ん
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
雨
者
は
お
お
む
ね
同
一
原
則
に
支
配
せ
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
爾
令
朕
の
現
代
的
役
割
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
便
宜
上

爾
者
同
一
に
の
べ
て
ゆ
く
。

　
現
在
の
禁
止
令
朕
や
移
邊
令
歌
の
機
能
は
、
管
轄
権
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
上
級
裁
鋼
所
が
下
級
裁
到
所
に
お
け
る
事
件
庭
理
を
禁
止
し

（
禁
止
令
倣
）
、
あ
る
い
は
、
e
管
轄
椹
の
映
如
等
を
理
由
と
し
、
ω
到
定
法
の
規
定
に
よ
り
て
の
み
上
訴
を
み
と
め
る
制
度
の
例
外
と
し
、
日
刑

事
事
件
に
お
け
る
公
正
な
る
裁
到
確
保
の
た
め
、
等
の
諸
目
的
達
成
の
た
め
高
等
法
院
王
座
部
が
下
級
裁
剣
所
に
た
い
し
記
録
の
移
逸
を
命
ず
る

（
移
塗
令
状
）
黙
に
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
爾
令
状
は
特
定
人
に
た
い
し
な
さ
れ
た
行
爲
に
つ
き
同
時
に
獲
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
さ
ら

に
後
述
の
職
務
執
行
令
状
が
こ
れ
に
く
わ
わ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
）
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
の
令
状
襲
給
の
謝
象
と
な
る
行
爲
で
あ
る
が
、
こ
の
令
状
は
司
法
的
行
爲
（
U
＆
筥
巴
帥
9
）
の
み
を
制
限
し
う
る
。
し
た
が
つ
て
、

　
　
　
大
灌
令
歌
唱
弓
①
弓
o
鐙
9
の
註
く
Φ
名
匡
冨
二
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
三
八
七
）



　
　
　
大
穂
令
欺
評
Φ
3
鳴
窪
く
Φ
≦
砿
苗
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
三
八
八
）

行
政
機
關
と
の
關
係
に
お
い
て
こ
の
爾
令
状
を
み
る
と
、
當
該
行
政
機
關
の
行
爲
が
は
た
し
て
司
法
的
行
爲
と
み
う
る
べ
き
や
否
や
に
よ
り
、
現

實
に
爾
令
厭
を
嚢
し
う
る
や
否
や
が
決
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
當
該
行
政
機
關
が
8
β
詳
と
み
な
さ
れ
う
る
や
、
こ
の
行
政
機
關
の
手
績
が

從
來
の
甘
9
巳
箪
胃
0
8
器
と
同
一
性
質
と
か
ん
が
え
う
る
や
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
爾
令
状
は
行
政
機
關
の
行
爲
に
た
い
し
適
當
な

る
救
濟
手
段
（
制
定
法
に
よ
り
上
訴
を
み
と
め
る
等
）
の
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
の
み
襲
せ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
從
來
の
到
例
は
前
述
條
件
を

な
る
べ
く
廣
く
解
繹
し
、
爾
令
朕
を
廣
範
園
に
わ
た
り
穫
せ
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
難
に
つ
き
、
ブ
レ
ッ
ト
（
穿
Φ
9
）
到
事
は
、
「
今
日

に
お
け
る
禁
止
令
朕
の
権
限
に
つ
い
て
私
の
意
見
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
到
所
は
こ
の
穫
限
の
行
使
に
つ
い
て
寛
大
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
議
會
が
最
高
裁
到
所
以
外
の
機
關
に
た
い
し
個
人
に
義
務
を
課
し
う
る
穰
限
を
附
與
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
機
關
が
あ
き

ら
か
に
授
穫
さ
れ
た
範
園
を
こ
え
る
行
爲
を
な
す
な
ら
ば
、
裁
到
所
は
こ
れ
ら
機
關
の
行
爲
を
統
制
す
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
廣
い
範
園
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

り
こ
の
令
歌
を
襲
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ト
キ
ン
（
》
詩
言
）
到
事
は
、
　
「
二
つ
の
大
椹
令
朕
は
越
椹
行
爲
に
か
ん
す

る
も
の
で
あ
る
。
爾
者
と
も
從
來
は
一
般
に
司
法
裁
到
所
と
よ
ば
れ
て
い
た
機
關
の
管
轄
構
に
關
蓮
し
て
稜
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で

は
、
こ
れ
等
は
み
ず
か
ら
司
法
裁
到
所
と
欝
し
て
も
い
な
い
し
、
ま
た
、
一
般
に
司
法
裁
到
所
と
も
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
機
關
の
手
績
を
統
制

で
き
る
ほ
ど
掻
大
さ
れ
た
。
あ
る
機
關
が
臣
民
の
椹
利
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
問
題
を
決
定
す
る
穫
限
を
も
ち
、
か
つ
、
司
法
的
に
行
動
す
る
ご
と

く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
法
的
穫
限
を
こ
え
た
行
爲
を
な
し
た
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
二
種
の
大
穫
令
状
に
よ
り
王
座
部
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

制
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
剣
例
は
、
そ
の
後
、
各
裁
到
所
で
う
け
つ
が
れ
、
爾
令
状
は
法
的
紛
雫
を
解
決
す
る
機
關

す
べ
て
に
つ
き
均
し
く
適
用
さ
れ
る
に
い
た
る
と
と
も
に
、
法
の
適
用
に
つ
き
裁
量
擢
を
ゆ
う
し
具
龍
的
な
命
令
（
わ
が
國
で
い
う
行
政
命
令
の
ご

と
き
）
を
襲
し
う
る
機
關
に
た
い
し
て
も
護
せ
ら
れ
る
ご
と
く
な
つ
た
。

　
要
す
る
に
、
移
逸
令
朕
や
禁
止
令
歌
は
す
べ
て
の
行
政
機
關
の
司
法
的
な
行
爲
に
た
い
し
て
獲
し
う
る
。
而
し
て
、
こ
こ
で
司
法
的
行
爲
と
い

う
の
は
、
行
政
機
關
の
行
爲
の
う
ち
よ
り
目
甘
駐
審
巳
毘
帥
9
す
な
わ
ち
、
行
政
機
關
が
行
爲
を
な
す
に
あ
た
り
法
に
よ
り
覇
束
的
に
さ
だ
め
ら



れ
裁
量
乃
至
選
澤
の
自
由
を
ゆ
う
さ
ぬ
行
爲
、
を
の
ぞ
い
た
行
爲
を
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
禁
止
令
欺
や
移
邊
令
状
適
用
の
範
園
は
次
第
に
擾
張
さ
れ
、
裁
到
所
が
行
政
部
の
行
爲
を
拘
束
す
る
た
め
に
用
い
う
る
に
い
た

つ
た
。
し
か
し
、
歓
黙
も
そ
ん
す
る
。
た
と
え
ば
、
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
み
て
も
、
一
九
三
八
年
の
法
律
に
よ
り
手
績
が
簡
易
化
さ
れ
た
が
、
な

お
、
一
般
の
訴
訟
に
く
ら
べ
手
績
が
複
難
な
た
め
費
用
を
お
お
く
要
す
る
。
こ
の
外
、
こ
れ
等
令
状
は
す
で
に
襲
せ
ら
れ
た
行
政
部
の
命
令
に
つ

き
裁
到
所
が
制
限
を
く
わ
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
長
年
現
實
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
命
令
も
こ
れ
等
大
椹
令
朕
に
よ
り
効
力
を
う
し
な
う
場
合
が

　
（
13
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
行
政
能
率
と
い
う
黙
よ
り
か
ん
が
え
る
と
望
ま
し
く
な
い
場
合
が
少
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
特
定
事
項
に
か
ん
し
て

は
大
穫
令
朕
に
よ
る
救
濟
の
範
園
を
制
限
し
、
こ
の
代
り
に
、
制
定
法
上
、
上
訴
等
を
み
と
め
る
方
法
を
探
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ

　
　
（
1
4
）

て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
救
濟
方
法
は
封
象
と
な
る
行
政
目
的
に
よ
り
、
ま
た
、
・
濫
訴
の
防
止
等
の
見
地
よ
り
す
べ
て
の
行
政
行
爲
に
つ
い

て
こ
れ
を
み
と
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
救
濟
方
法
は
そ
の
後
の
軍
行
法
に
も
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
禁
止
令
状
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芯
）

移
逡
令
朕
に
か
わ
る
べ
き
も
の
と
し
注
意
す
る
慣
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（（21
））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
信
職
推
畢
椹
を
ゆ
う
す
る
者
の
椹
限
を
無
覗
し
、
他
の
者
が
推
畢
穫
を
行
使
し
た
場
合
、
推
畢
椹
者
が
提
起
す
る
訴
訟
。
一
八
三
三
年
慶
止
。

　
上
訴
裁
判
所
が
原
審
の
訴
訟
記
録
の
邊
付
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
訴
審
の
審
理
は
も
つ
ぽ
ら
記
録
上
の
堰
疵
に
と
ど
め
ら
れ
、
そ
の
他
の
事
項
に
は

お
よ
び
え
な
い
。
但
し
、
記
録
上
殺
疵
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
た
と
え
輕
微
な
本
の
で
あ
つ
て
も
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
民
事
手
績
に
つ
き
一

八
七
五
年
に
、
刑
事
手
績
に
あ
つ
て
は
一
九
〇
七
年
に
各
々
慶
止
さ
れ
た
。

　
検
屍
官
の
本
來
的
任
務
は
、
管
轄
匝
域
内
の
攣
死
人
・
在
監
死
亡
者
の
検
屍
で
あ
る
が
、
こ
の
外
、
多
く
の
司
法
上
・
行
政
上
の
義
務
も
ゆ
う
し
、
か
つ
、

執
行
官
（
跨
Φ
昆
崩
）
が
事
務
を
と
り
え
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
事
務
を
代
行
し
た
。

　
oo
］
B
詫
F
o
娼
●
o
評
こ
℃
●
蒔
o
c
薗

　
一
獣
山
‘
や
偶
9

　
王
権
州
と
は
、
當
該
州
所
有
者
が
そ
の
州
内
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
、
國
王
が
王
國
内
で
も
つ
ご
と
き
椹
限
を
行
使
し
う
る
州
で
、
司
法
に
か
ん
し
て
も
濁

立
の
裁
剣
所
を
ゆ
う
し
、
O
げ
霧
ε
ン
b
即
β
o
器
8
鮮
∪
撃
昌
即
9
の
三
州
が
こ
れ
に
ぞ
く
し
て
い
た
。

　
大
灌
令
歌
℃
3
容
瞬
暮
貯
①
≦
鼠
富
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
鳳
　
　
　
（
三
八
九
）



（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
聡
）

（
皿
）

（
1
5
）

大
椹
令
状
勺
目
Φ
H
O
繋
註
＜
Φ
譲
昌
富
に
っ
い
て

四
二

（
三
九
Q
）

　
ω
日
詫
ダ
o
b
●
o
詫
こ
や
僻
O
●

薫
胃
ロ
霞
く
・
oQ
q
爵
霞
日
き
（
一
①
一
㎝
）
も
8
匡
暮
9
置
ω
且
菩
一
。
や
鼻
ご
℃
」
。
●

　
た
と
え
ぱ
、
國
王
は
裁
剣
所
に
た
い
し
、
そ
の
管
轄
椹
の
範
園
内
で
椹
限
を
行
使
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
命
令
を
蓮
守
す
る
や
否
や
、

換
言
す
れ
ば
、
管
轄
椹
内
の
行
爲
で
あ
る
や
否
や
が
、
國
王
の
椹
威
を
み
と
め
る
や
否
や
に
な
る
。

　
『
窪
巳
ロ
暢
一
〇
や
鼠
α
ご
℃
●
。
。
O
O
●

菊
・
＜
・
■
。
＄
一
〇
。
＜
①
旨
膏
①
g
記
。
胃
伽
（
一
。。
Q
。
b
⊃
）
㍉
Φ
肩
言
＄
α
甘
㍉
Φ
暮
首
魑
も
や
鼻
‘
や
ω
。
一
．

勾
・
＜
・
田
Φ
。
霞
§
昌
o
。
旨
且
置
8
Φ
蹉
（
一
。
膿
）
㍉
Φ
鷺
一
g
Φ
α
ぎ
毎
ま
さ
｝
。
℃
●
魯
．
も
●
。
。
霧
即
望
Φ
喜
Φ
ダ
。
や
簿
●
も
や
廼
q
ー
。
。
●

　
こ
の
例
と
し
図
・
く
・
冒
ぎ
陣
馨
霞
9
閏
Φ
包
夢
に
よ
り
一
九
一
九
年
來
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
行
政
命
令
が
一
九
二
九
年
に
移
邊
令
歌
に
よ
り
失
効
し
た
。

　
こ
の
例
と
し
て
円
o
薯
β
帥
ー
血
O
o
鐸
冒
菖
兇
壁
β
巨
昌
㎎
》
o
“
屋
認
・
が
あ
る
。
こ
の
法
律
の
第
十
三
條
第
四
項
に
「
前
蓮
せ
る
告
知
（
建
物
の
取
竣
し
、

土
地
の
明
渡
し
そ
の
他
）
を
う
け
た
者
が
、
そ
の
告
知
書
の
主
張
を
あ
ら
そ
う
場
合
、
裁
剣
所
お
よ
び
當
該
地
方
團
髄
の
書
記
に
最
初
の
告
知
の
通
知
を
う
け

た
日
よ
り
二
十
八
日
以
内
に
書
面
を
も
つ
て
申
立
を
お
こ
な
い
、
か
つ
、
そ
の
告
知
に
關
係
す
る
所
有
物
上
に
椹
限
を
ゆ
う
す
る
刑
事
裁
剣
所
、
ま
た
は
、
そ

の
地
方
の
印
決
裁
到
所
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
訴
が
最
終
的
に
決
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
訴
が
斥
け
ら
れ
な
い
間
は
地
方
團
艦
は
本
條
第

一
項
（
地
方
團
膿
が
都
市
計
壼
を
實
行
す
る
た
め
の
必
要
な
る
椹
限
）
に
よ
る
行
爲
を
な
す
こ
と
を
禁
ず
る
。
」
と
あ
る
。

　
『
①
β
巨
冒
鴨
”
o
や
o
一
f
薯
●
ω
虞
ー
9

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
職
務
執
行
令
状
は
公
的
機
關
に
成
文
法
上
、
ま
た
は
、
普
通
法
上
の
義
務
履
行
を
命
ず
る
令
状
で
あ
る
が
、
マ
ソ
デ
ー
マ
ス
の
本
來
の
意
義
は
、

我
々
は
命
令
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
往
時
、
國
王
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
ふ
く
む
命
令
書
を
各
方
面
に
穫
し
、
統
治
を
お

こ
な
つ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な
令
朕
は
と
く
に
國
王
の
歳
入
を
檜
加
さ
せ
る
目
的
の
た
め
、
土
地
渡

牧
官
や
執
行
官
に
た
い
し
穫
せ
ら
れ
、
臣
民
の
権
利
、
利
釜
を
救
濟
す
る
た
め
稜
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
ゆ
え
に
、
か
か
る
令
朕
は
現
代

の
司
法
令
状
た
る
マ
ン
デ
ー
マ
ス
令
款
と
言
葉
の
上
に
お
い
て
同
一
性
を
ゆ
う
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
直
ち
に
、
司
法
令
歌
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
の
マ
ソ
デ
ー
マ
ス
令
状
の
起
源
と
漸
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
司
法
令
朕
と
し
て
の
職
務
執
行
令
厭
の
滑
革
等
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
か
で
な
い
が
、
現
在
と
同
様
の
性
質
を
も
つ
た
令
状
が
一
五
七
三
年
に

襲
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
例
は
不
法
に
剥
奪
せ
ら
れ
た
一
ロ
ソ
ド
ソ
市
民
の
選
學
穫
同
復
の
た
め
、
本
令
朕
に
よ
る
命
令
の
襲
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
も
の
で
、
一
般
に
毎
β
即
霞
Φ
ポ
O
器
o
と
よ
ば
れ
て
い
る
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
眞
の
意
味
に
お
け
る
司
法
目
的
の
た
め
稜
せ
ら
れ
た
職
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

執
行
令
状
は
、
嚇
六
｝
五
年
の
】
鍵
騎
騎
．
ω
O
器
①
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
職
務
執
行
令

状
は
不
法
な
公
民
権
剥
奪
に
た
い
し
、
こ
れ
を
同
復
す
る
た
め
王
座
裁
到
所
よ
り
焚
せ
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
以
來
、
職
務
執
行
令
欺
は
職
務
復
瞬

や
自
由
の
同
復
の
た
め
嚢
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
十
八
世
紀
の
は
じ
め
に
い
た
り
、
こ
の
復
締
的
性
質
は
摘
張
さ
れ
、
廣
範
園
に
わ
た
り
本
令
朕
が

襲
せ
ら
れ
る
ご
と
く
な
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
職
務
執
行
令
状
は
構
利
侵
害
乃
至
不
利
釜
を
蒙
つ
た
者
の
不
服
申
立
に
よ
り
、
公
義
務
お
よ
び
準
公

義
務
の
履
行
を
要
求
す
る
令
朕
と
な
り
、
令
状
の
稜
せ
ら
れ
る
封
象
も
た
ん
に
司
法
機
關
に
と
ど
ま
ら
ず
公
共
機
關
に
も
お
よ
ぶ
ご
と
く
な
つ

た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
権
限
擾
張
は
主
と
し
て
ホ
ル
ト
（
ω
ぼ
『
魯
冒
属
o
ぎ
一
象
酌
－
嵩
岩
・
一
六
八
九
年
よ
り
一
七
一
〇
年
ま
で
王
座
裁
剣
所
の
首
席
裁

剣
官
と
レ
て
在
職
）
の
カ
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
令
歌
は
マ
ソ
ス
フ
ィ
1
ル
ド
（
ぎ
邑
を
筥
昼
5
冒
弩
路
Φ
症
｝
目
8
1
0
。
。
．
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε
）

五
六
年
よ
り
一
七
八
八
年
ま
で
王
座
裁
到
所
首
席
裁
判
官
）
に
よ
り
大
椹
令
款
た
る
こ
と
が
明
言
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

令
欣
を
「
國
王
自
身
に
よ
つ
て
襲
せ
ら
れ
、
國
王
の
裁
到
所
に
お
い
て
政
策
を
監
督
し
、
國
の
治
安
を
維
持
す
る
大
樺
令
朕
。
」
と
よ
ん
だ
。

　
つ
ぎ
に
、
職
務
執
行
令
状
の
現
代
的
役
割
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
き
、
現
在
で
は
職
務
執
行
令
状
に
か
ん
す
る
古
典
的

定
義
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ボ
ー
エ
ン
（
㊥
。
≦
害
）
到
事
は
、
「
職
務
執
行
令
朕
は
周
知
の
ご
と
く
高
度
の
大
権
令
歌
で
あ
つ
て
、
訴
訟
制
度
の
歓

黙
を
お
ぎ
な
う
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
國
王
が
特
定
の
者
の
裁
到
を
う
け
る
穂
利
を
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
裁
剣
を
遅
延
せ
し

め
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
も
し
、
裁
到
を
う
け
る
方
法
が
な
い
な
ら
ば
、
裁
到
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
な
う
た
め
職
務
執
行
令
歌
が
獲
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
大
樺
令
歌
田
お
唇
瞬
器
オ
Φ
1
＜
島
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
三
九
一
）



　
　
　
大
椹
令
釈
害
霞
o
鴨
註
＜
Φ
≦
ユ
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
三
九
二
）

　
職
務
執
行
令
朕
は
前
述
の
移
邊
令
状
や
禁
止
令
朕
同
様
に
、
一
九
三
八
年
の
法
律
に
よ
り
職
務
執
行
命
令
と
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
而
し
て
、
こ

れ
は
移
逸
・
禁
止
の
二
大
穫
令
状
の
溝
極
的
作
用
に
較
べ
、
積
極
的
に
行
爲
を
命
ず
る
黙
特
色
を
ゆ
う
し
、
か
つ
、
こ
れ
の
活
用
さ
れ
る
範
園
も

廣
範
に
お
よ
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
令
状
は
個
人
・
公
共
團
髄
・
下
級
裁
到
所
に
た
い
し
、
こ
れ
ら
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
履
行
を
命
ず
る
た
め

に
襲
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
命
令
の
不
履
行
に
た
い
し
裁
鋼
所
侮
辱
罪
が
成
立
し
、
義
務
不
履
行
者
に
た
い
し
罰
金
が
課
せ
ら

れ
、
あ
る
い
は
、
逮
捕
蓮
行
さ
れ
る
。
一
方
、
裁
剣
所
は
こ
の
義
務
の
履
行
を
第
三
者
に
命
じ
う
る
、
す
な
わ
ち
、
代
執
行
が
み
と
め
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
義
務
は
公
的
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
こ
の
公
義
務
は
成
文
法
、
ま
た
は
、
普
通
法
に
よ
り
課
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
よ
う
す
。
か
く
の
ご
と
く
、
職
務
執
行
令
状
に
よ
り
命
令
さ
れ
る
者
は
廣
範
園
に
わ
た
る
が
、
國
王
の
行
爲
に
た
い
し
て
、
こ
の

令
欣
は
獲
し
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
國
王
の
官
吏
が
國
王
の
利
釜
の
た
め
な
し
た
行
爲
に
つ
い
て
も
本
令
状
は
適
用
せ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
乍

ら
、
國
王
の
官
吏
や
中
央
官
臆
の
行
爲
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
が
公
釜
の
た
め
な
す
べ
き
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
義
務
（
公
義

務
）
違
反
に
た
い
し
、
本
令
状
に
よ
り
正
し
き
義
務
の
履
行
を
命
ず
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
な
お
、
職
務
執
行
令
状
に
よ
り
履
行
を
命
じ
う
る
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
絶
封
的
な
義
務
、
す
な
わ
ち
、
義
務
の
履
行
に
つ
き
裁
量
の
必
要
な
ぎ
義
務
た
る
こ
と
を
よ
う
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
職
務
執
行
令
歌
を
申
請
し
う
る
者
は
誰
で
あ
り
、
か
つ
、
申
講
し
う
る
場
合
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
、
一
慮
「
椹

利
を
侵
害
さ
れ
る
」
か
「
職
務
の
履
行
を
請
求
す
る
穫
利
を
ゆ
う
す
る
」
私
人
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
具
艦
的
に
い
か
な
る
椹
利
の
侵
害
（
い

か
な
る
程
度
乃
至
種
類
の
利
盆
の
侵
害
）
の
場
合
に
本
令
状
を
稜
す
べ
き
か
。
こ
れ
に
か
ん
す
る
到
例
の
態
度
は
未
だ
さ
だ
ま
つ
て
い
な
い
。

　
最
後
に
、
職
務
執
行
令
状
を
嚢
給
し
う
る
た
め
の
條
件
を
要
約
す
る
と
、

　
e
　
申
請
者
が
義
務
の
履
行
を
請
求
す
る
椹
利
を
ゆ
う
し
、
か
つ
、
こ
の
義
務
が
た
ん
に
私
椹
に
も
と
ず
く
も
の
で
な
く
、
公
的
性
質
を
ゆ
う

す
る
も
の
郵
．
あ
る
こ
と
。

　
⇔
　
こ
の
義
務
が
違
法
に
履
行
せ
ら
れ
た
か
、
故
意
に
履
行
さ
れ
ぬ
場
合
。
ま
た
、
履
行
さ
る
べ
き
義
務
は
覇
束
的
行
爲
に
も
と
ず
く
も
の
に



か
ぎ
ら
れ
る
が
、
裁
量
的
行
爲
に
も
と
ず
く
義
務
で
あ
つ
て
も
、
不
履
行
の
場
合
に
は
、
適
正
な
る
剣
断
を
な
し
義
務
を
履
行
せ
よ
と
命
ず
る
令

朕
を
申
請
し
う
る
。
さ
ら
に
、
申
請
者
は
正
し
き
義
務
履
行
の
要
求
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
立
誰
す
る
を
よ
う
す
。

　
㊧
　
本
令
朕
稜
給
は
全
く
裁
到
所
の
裁
量
に
ぞ
く
す
る
。
而
し
て
、
裁
到
所
が
本
令
朕
を
襲
す
べ
き
や
否
や
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
前
述
ボ

ー
エ
ン
到
事
の
の
べ
た
、
普
通
法
上
例
外
的
な
救
濟
手
段
で
あ
る
か
ら
、
他
に
救
濟
手
段
の
そ
ん
さ
ぬ
場
合
（
訴
訟
．
訴
願
を
と
わ
ず
ー
筆
者
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
か
ぎ
る
、
と
い
う
言
葉
が
基
準
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沁
）

　
右
の
ご
と
き
場
合
の
ほ
か
に
、
職
務
執
行
令
歌
の
穫
給
を
容
易
に
す
る
た
め
、
成
文
法
に
よ
り
本
令
歌
を
穫
し
う
る
場
合
を
定
め
た
例
が
あ
る

が
、
こ
の
場
合
に
は
か
な
ら
ず
し
も
前
述
條
件
を
充
す
必
要
が
な
い
。

（
1
）

（
2
）
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3
）
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4
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5
）
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6
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8
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9
）
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五

以
上
は
な
は
だ
簡
軍
で
は
あ
る
が
、
大
権
令
朕
の
澹
革
・
機
能
を
の
べ
て
き
た
。

　
　
大
樺
令
釈
冑
霞
o
騎
辞
貯
Φ
毛
蝕
富
に
つ
い
て

　こ
　れ
　ら
　の
　歴
　皮
　的
　攣
　遷
　は
　不
　明四

五な
　黒占

　が
　多
⊇　く

到
）殊
　に
　我
　々



　
　
　
大
椹
令
朕
男
奉
岩
瞬
辞
等
Φ
譲
旨
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
三
九
四
）

外
國
に
あ
る
も
の
に
と
り
ー
、
か
つ
、
こ
れ
ら
は
普
通
法
に
由
來
す
る
た
め
、
そ
の
機
能
の
面
に
お
い
て
も
理
解
し
が
た
い
黙
が
多
い
。
し
か

し
乍
ら
、
そ
の
反
面
、
こ
れ
ら
は
學
問
的
に
興
味
を
引
く
多
く
の
黙
を
ゆ
う
す
る
。

　
令
款
制
度
（
大
穫
令
欺
に
か
ぎ
ら
ず
一
般
の
令
朕
を
も
ふ
く
め
て
）
は
英
法
の
中
核
を
な
し
て
き
た
。
し
た
が
つ
て
、
令
歌
制
度
の
攣
遷
は
英
法
の
攣

邉
の
且
ハ
健
化
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
椹
令
状
の
攣
遷
を
み
る
と
き
、
こ
れ
は
、
は
じ
め
、
國
王
の
椹
力
に
直
結
し
中
央
集
椹
確
立
を
た
す
け
、

統
一
國
家
の
形
成
に
重
大
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
機
構
の
一
た
る
國
王
の
裁
到
所
は
こ
れ
を
武
器
と
し
、
一
般
國
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
権
限
外
に
あ
つ
た
封
建
諸
侯
の
裁
到
所
を
も
支
配
し
た
。
し
か
し
、
中
央
集
権
國
家
が
成
立
し
國
王
の
椹
力
、
こ
と
に
執
行
権
が
彊
化
さ
れ
る

や
司
法
権
は
こ
れ
を
抑
制
す
る
方
法
を
と
り
、
普
通
法
の
完
成
、
法
の
支
配
の
原
則
の
確
立
等
に
よ
り
英
國
猫
自
の
司
法
的
國
家
構
造
の
基
盤
を

　
　
（
2
）

樹
立
し
た
。
而
し
て
、
こ
の
司
法
的
國
家
に
お
い
て
司
法
樺
が
執
行
椹
を
抑
堅
す
る
た
め
探
用
し
た
も
の
こ
そ
、
大
樺
令
歌
に
よ
る
救
濟
と
権
限

瞼
越
の
法
理
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
擢
令
欺
は
か
な
ら
ず
し
も
執
行
椹
抑
墜
の
手
段
の
み
に
使
用
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。
し
か
し
、
大
樺
令
歌

に
ょ
り
執
行
部
と
司
法
部
が
蓮
繋
す
る
黙
、
換
言
す
れ
ば
、
執
行
部
に
た
い
す
る
司
法
部
の
普
通
法
的
支
配
と
い
う
英
國
の
國
家
構
造
に
つ
き
ぬ

興
味
を
か
ん
ず
る
。
ま
た
、
一
方
に
お
い
て
、
か
か
る
裁
到
所
の
支
配
が
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
英
國
で
は
專
制
的
な
行
政
権
の
行
使
が
存
在
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
つ
た
。
こ
の
黙
、
大
陸
型
行
政
法
と
專
制
的
な
行
政
部
の
樺
限
行
使
と
が
封
比
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
大
穫
令
歌
は
、
い
ま
ま
で
の
べ
き
た
つ
た
ご
と
く
、
過
去
に
お
い
て
個
入
の
人
椹
奪
重
の
手
段
と
し
、
ま
た
、
執
行
部
乃
至
行
政
部
の
專
制
防

止
に
役
立
つ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
に
、
裁
剣
所
は
大
穫
令
朕
を
震
し
う
る
封
象
、
お
よ
び
、
範
園
を
援
張
し
つ
づ
け
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
槽
令
歌
を
震
す
る
事
件
は
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
チ
ュ
ー
ダ
ア
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
時
代
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、

往
時
に
較
べ
行
政
灌
に
よ
る
臣
民
の
穫
利
侵
害
は
決
し
て
減
少
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
職
務
執
行
令
朕
は
現
在
ほ
と
ん
ど
穫
せ
ら
れ
ず
、
移
逸

令
朕
も
ま
た
制
定
法
に
よ
る
上
訴
制
度
が
こ
れ
に
代
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
實
は
い
か
な
る
原
因
に
も
と
ず
く
か
。
ま
ず
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
令
歌
制
度
に
お
け
る
手
綾
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
の
法
律
に
よ
り
手
績
は
簡
易
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
一
般
の
訴
訟
手



綾
に
較
べ
る
と
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
面
よ
り
み
る
と
訴
訟
費
用
の
黙
に
難
黙
を
生
ず
る
。
こ
と
に
、
行
政
訴
訟
等
の
．
こ
と
く
相
手
方
が

公
的
機
關
と
な
る
と
、
終
審
ま
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
こ
の
故
、
本
來
孚
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
件
も
臣
民
の
側
に
お
い
て
不
間
に
ふ
す
る

場
合
が
多
く
な
る
。
他
面
に
お
い
て
、
手
綾
の
複
雑
さ
は
時
期
的
に
み
て
行
政
上
の
救
濟
の
實
を
あ
げ
え
ぬ
こ
と
が
あ
り
う
る
。
各
國
に
お
い
て
、

一
般
の
訴
訟
手
績
さ
え
複
維
に
す
ぎ
る
と
し
、
特
別
な
行
政
訴
訟
手
績
が
探
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
き
、
大
椹
令
状
制
度
は
現
朕
に
合
致
し
え
ぬ
と

の
非
難
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
敏
黙
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
英
國
の
國
家
構
造
上
の
敏
黙
で
あ
ろ
う
。
傅
統
的
な

司
法
手
績
の
み
に
よ
り
行
政
機
關
の
行
爲
を
監
督
せ
ん
と
す
る
に
は
、
現
在
の
行
政
機
關
の
行
爲
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
、
か
つ
、
廣
汎
に
す
ぎ
る
。

こ
と
に
、
行
政
機
關
は
一
般
の
私
人
と
こ
と
な
り
、
故
意
に
法
に
し
た
が
わ
ぬ
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
多
く
は
法
の
規
定
の
不
正
確
な
た
め
、
ま
た

は
、
法
の
解
繹
の
誤
解
に
も
と
ず
ぎ
違
法
行
爲
を
な
す
。
こ
の
た
め
、
事
後
の
司
法
的
審
査
と
と
も
に
、
事
誌
の
行
政
監
督
が
大
い
に
必
要
と
な

つ
て
く
る
。
ま
た
、
最
終
的
な
司
法
上
の
椹
利
救
濟
の
ほ
か
に
、
そ
れ
以
前
に
迅
速
容
易
な
訴
願
等
の
救
濟
手
績
を
必
要
と
す
る
。
由
來
、
司
法

と
行
政
と
は
そ
の
作
用
の
本
質
よ
り
す
れ
ば
異
ら
な
い
し
、
ま
た
、
行
政
目
的
に
反
せ
ざ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
手
績
を
し
て
司
法
手
績
類
似
の
も
の

た
ら
し
め
る
こ
と
は
好
ま
し
い
亡
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
政
機
關
を
し
て
準
司
法
作
用
を
行
わ
し
め
る
こ
と
が
多
く
な
つ
て
き
た
（
正
し
く

は
、
こ
の
準
司
法
作
用
を
お
こ
な
う
た
め
執
行
機
關
の
ほ
か
に
、
行
政
機
關
な
る
概
念
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
）
。
而
し
て
、
こ
の
準
司
法
作
用

に
公
的
機
關
な
ら
び
に
臣
民
が
充
分
習
熟
し
、
完
全
に
活
用
す
れ
ば
大
椹
令
朕
の
活
動
は
次
第
に
減
少
す
る
。

　
要
す
る
に
、
大
椹
令
朕
は
私
人
の
公
法
上
の
穫
利
救
濟
制
度
と
し
贋
値
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
し
、
今
日
と
て
最
終
的
救
濟
手
段
と
し
存
績
せ
し

め
る
必
要
性
は
充
分
そ
ん
す
る
。
し
か
し
、
現
實
の
間
題
と
し
、
普
通
法
の
ほ
か
に
行
政
法
が
そ
の
適
用
範
園
を
廣
め
て
い
る
現
在
、
公
法
上
の

権
利
救
濟
方
法
に
お
い
て
、
行
政
法
的
救
濟
方
法
が
次
第
に
採
用
さ
れ
、
大
樺
令
欣
制
度
は
現
實
的
な
制
度
と
し
て
よ
り
も
、
歴
史
的
な
興
味
と

と
も
に
の
こ
つ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
英
國
に
お
け
る
「
國
王
の
裁
到
所
」
に
つ
い
て
は
、
高
柳
・
前
揚
書
．
一
三
頁
以
下
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
大
灌
令
扶
評
O
岩
㎎
9
0
江
く
①
≦
昌
富
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
大
椹
令
骸
男
3
唇
磯
辞
貯
①
譲
二
富
に
つ
い
て

（
2
）
　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
、
伊
藤
・
前
掲
書
・
一
頁
以
下
、
一
六
八
頁
以
下
。

（
3
）
　
大
陸
型
行
政
法
が
行
政
灌
を
專
制
的
な
ら
し
め
る
の
に
役
立
つ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
三
九
六
）

大
陸
型
行
政
法
は
行
政
灌
の
專
制
防
止
の
た
め
の
大
陸
的
手
段


