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112

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
二
〕

n
　
い
わ
ゆ
る
家
元
制
度
を
採
っ
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
日
本
舞
踊
の
流
派
に
お
い
て
、
当
該
流
派
か
ら
破
門
さ
れ
た

後
も
類
似
「
流
名
」
を
使
用
し
て
舞
踊
活
動
を
し
て
い
る
元
名
取
に
対
し
て
、
家
元
か
ら
提
起
さ
れ
た
「
流
名
」
等

　
使
用
の
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例

　
　
大
阪
地
裁
平
成
元
年
四
月
二
一
日
判
決
昭
和
六
〇
（
ワ
）
二
〇
七
号
、
名
称
使
用
禁
止
請
求
事
件
、
判
例
時
報
一
三
〇
六
号
一
〇

　
　
五
頁

〔
事
　
実
〕

　
本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
家
元
制
度
を
採
っ
て
活
動
を
続
け
て
い
る
日
本
舞

踊
の
流
派
に
お
い
て
、
当
該
流
派
か
ら
破
門
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
類
似

「
流
名
」
を
使
用
し
て
舞
踊
活
動
を
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
家
元
が
「
流

名
」
等
使
用
の
差
止
を
求
め
た
事
案
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
X
は
、
日
本
舞
踊
若
柳
流
の
宗
家
と
し
て
、
同
流
派
を
統
率
し
舞
踊
活

動
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
若
柳
流
は
、
伝
統
的
な
制
度
で
あ
る
家
元
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制
度
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
宗
家
は
、
家
元
制
度
に
お
け
る
家
元
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
X
は
、
若
柳
流
に
関
す
る
規
約
を
制

定
し
、
右
規
約
に
は
、
退
流
処
分
を
受
け
た
者
は
若
柳
の
名
称
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
及
び
師
範
、
名
取
が
在
籍
の
ま
ま
他
の
流
名
を
名

乗
っ
た
り
、
新
流
派
を
創
流
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
て

い
た
。
一
方
、
Y
は
、
元
若
柳
流
の
名
取
で
あ
り
、
若
柳
流
の
運
営
業
務

を
分
担
執
行
す
る
常
任
理
事
に
就
任
し
、
同
流
の
運
営
に
直
接
参
画
し
て

き
た
老
で
あ
る
が
、
X
に
秘
密
裏
に
、
自
己
を
宗
家
と
し
て
「
慶
祥
流
」

な
る
名
称
の
日
本
舞
踊
の
新
流
派
を
創
流
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
発

覚
し
た
た
め
、
X
は
Y
を
退
流
処
分
に
し
た
。
し
か
る
に
、
Y
は
、
右
退

流
処
分
を
受
け
た
後
に
も
若
柳
性
を
名
乗
り
、
自
ら
家
元
と
な
っ
て
「
若

柳
臣
流
」
な
る
流
派
を
創
流
し
て
．
舞
踊
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
X
は
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
を
主
張
し
た
上
、
Y
を
拘
束
す
る
前
記
規

約
（
契
約
）
に
基
づ
い
て
、
「
若
柳
」
の
名
称
等
の
使
用
の
差
止
を
求
め
た
．

　
さ
ら
に
、
X
は
、
右
契
約
に
基
づ
く
請
求
と
選
択
的
に
、
同
人
が
宗
家

と
し
て
行
っ
て
い
る
若
柳
流
の
舞
踊
活
動
は
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一

項
二
号
に
い
う
営
業
に
当
た
る
と
し
た
上
、
Y
が
使
用
し
て
い
る
「
若

柳
」
姓
や
「
若
柳
臣
流
」
の
名
称
は
、
X
の
周
知
の
事
業
表
示
に
類
似
し

て
い
る
の
で
、
Y
が
X
の
分
派
で
は
な
い
か
と
の
誤
認
を
世
人
に
与
え
る

こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
に
基
づ
き
「
若
柳
」
の
名

称
等
の
使
用
差
止
を
求
め
た
．

　
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
二
号
に
ょ
る
差

止
に
つ
い
て
は
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
規
約
（
契
約
）
に
基
づ
い
て
差
止
請

求
を
認
め
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
本
判
決
は
、
家
元
と
名
取
と
は
、
氏
名
の
授
与
を
介
し
て
．
自
由
な
意

思
に
基
づ
い
て
一
定
内
容
の
合
意
を
結
ん
だ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

右
は
一
種
の
契
約
関
係
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
．

　
原
告
が
日
本
舞
踊
の
一
流
派
で
あ
り
伝
統
的
な
家
元
制
度
を
と
る
若
柳

流
の
宗
家
（
「
家
元
」
）
で
あ
る
こ
と
、
家
元
制
度
が
原
告
主
張
の
よ
う
な

構
造
と
特
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
告
が
、
同
流
の
宗
家
（
「
家
元
」
）

と
し
て
、
右
の
よ
う
な
構
造
と
特
質
に
由
来
す
る
統
制
権
を
有
し
、
こ
れ

に
よ
り
同
流
を
統
率
し
て
い
る
こ
と
、
原
告
が
、
昭
和
五
三
年
六
月
二
五

日
に
そ
の
統
制
権
の
内
容
等
を
明
文
化
し
て
原
告
主
張
の
規
約
を
制
定
し
、

そ
の
後
．
こ
れ
を
記
載
し
た
「
若
柳
流
名
取
名
簿
」
を
同
流
の
全
構
成
員

（
名
取
）
に
配
布
し
た
こ
と
、
以
上
の
こ
と
は
既
に
前
記
一
に
お
い
て
判

示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
原
告
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
こ
の
よ
う
な
家
元
制
度
の
下
で
は
、
「
家

元
」
は
、
流
派
を
退
流
し
た
後
も
流
名
を
名
乗
る
者
に
対
し
、
慣
習
法
上

の
権
利
で
あ
る
統
制
権
に
基
づ
き
そ
の
使
用
差
止
を
求
め
る
権
利
を
有
す

る
旨
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
家
元
制
度
が
わ
が
国
の
伝
統
的
な
制
度
で
社
会

的
に
承
認
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
の
中
で
家
元
の
統
制
権
と
い
わ
れ
る

権
利
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
家
元
の
統
制
権
を
法
的
確
信

に
支
持
さ
れ
た
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
と
は
、
別
の
問

題
で
あ
る
．
家
元
の
統
制
権
を
慣
習
法
上
の
権
利
と
認
め
る
べ
き
か
否
か
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を
決
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
家
元
制
度
を
と
る
各
種
集
団
の
慣
行
の
詳

細
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
法
律
的
構
成
を
考
察
し
、
わ
が
国
の
現
行
成
文

法
の
理
論
的
体
系
と
の
調
和
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な

作
業
を
行
う
に
十
分
な
資
料
は
な
く
、
家
元
の
統
制
権
を
慣
習
法
上
の
権

利
で
あ
る
と
ま
で
た
や
す
く
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
反
面
、
家
元
の
統
制
権
は
、
わ
が
国
の
法
律
制
度
上
、
何
の

意
味
も
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る

家
元
集
団
に
加
わ
り
当
該
家
元
集
団
に
固
有
の
技
能
、
芸
能
等
を
修
得
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
当
然
、
「
家
元
」
に
統
率
さ
れ
る
当
該
家
元
集
団
の

存
在
と
組
織
を
承
認
し
こ
れ
を
前
提
と
し
て
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
前
示
家
元
制
度
の
構
造
と
特
質
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
に
参
加
し
た

者
が
、
当
該
家
元
集
団
の
中
で
「
名
取
」
の
資
格
を
取
得
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
同
人
が
、
当
該
家
元
集
団

の
統
率
者
で
あ
る
「
家
元
」
か
ら
正
式
に
当
該
家
元
集
団
の
構
成
員
で
あ

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
当
該
家
元
集
団
の
活
動
分
野
で
活
動
す
る
際
に
使

用
す
べ
き
「
氏
名
」
を
与
え
ら
れ
る
（
貸
与
さ
れ
る
）
と
同
時
に
、
「
家

元
」
に
対
し
、
当
該
家
元
集
団
の
構
成
員
と
し
て
当
該
家
元
の
統
制
権
に

服
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
に
お
い
て
「
家
元
」
と
「
名
取
」
の
間
に
は
、
右
「
氏
名
」
の
授
与

（
貸
与
）
を
介
し
て
、
直
接
の
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
関

係
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
家
元
」
や
「
名
取
」
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
何
ら

か
の
理
由
に
よ
り
当
然
に
発
生
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
右
両
当
事

者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
現

行
の
民
法
そ
の
他
の
法
律
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
一
種
の
契
約
関
係
で
あ

る
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
「
家
元
」
と

「
名
取
」
の
間
に
は
、
右
「
氏
名
」
の
授
与
（
貸
与
）
を
介
し
て
、
　
一
種

の
契
約
関
係
を
生
じ
、
「
名
取
」
は
、
「
家
元
」
か
ら
授
与
（
貸
与
）
さ
れ

た
「
氏
名
」
を
、
「
家
元
」
の
統
制
権
の
下
で
、
前
示
一
の
2
（
家
元
制

度
の
構
造
と
特
質
に
由
来
す
る
権
限
）
に
お
い
て
判
示
し
た
と
こ
ろ
に
従

っ
て
使
用
す
ぺ
き
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
の
み
な
ら
ず
、
本
件
の
場
合
、
若
柳
流
に
お
け
る
原
告
の
統
制
権
の
内

容
を
明
文
化
し
た
も
の
と
い
え
る
規
約
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
が
「
若
柳
流

名
取
名
簿
」
に
記
載
さ
れ
て
全
構
成
員
（
名
取
）
に
配
布
さ
れ
た
こ
と
は

前
示
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
若
柳
流
に
お
け
る
家
元

制
度
の
実
態
に
即
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
．

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、
本
件
の
場
合
、
規
約
の
条
項
が
、

宗
家
（
「
家
元
」
）
で
あ
る
原
告
と
被
告
を
含
む
各
名
取
と
の
間
の
法
律
関

係
（
規
約
関
係
）
を
直
接
規
律
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し

難
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
評
　
釈
〕

隔
　
本
件
判
決
に
対
す
る
批
評
と
し
て
は
、
工
業
所
有
権
法
研
究
一
九
八

九
年
二
一
月
号
（
一
〇
三
号
）
一
頁
以
下
に
、
小
野
昌
延
⊥
二
山
峻
司
「
流

派
名
称
の
保
護
－
若
柳
流
事
件
判
決
を
契
機
と
し
て
ー
」
が
あ
る
．
こ
の

他
、
家
元
制
度
に
つ
い
て
は
、
川
島
武
宜
「
家
元
制
度
」
家
族
及
び
家
族

法
1
・
川
島
武
宜
著
作
集
第
一
〇
巻
四
六
頁
以
下
、
紋
谷
暢
男
「
家
元
の

114
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名
称
の
不
正
競
争
防
止
法
上
の
保
護
と
自
己
の
氏
名
の
使
用
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
八
一
〇
号
一
〇
六
頁
以
下
お
よ
び
満
田
重
昭
「
花
柳
流
名
取
事
件
」
不

正
競
業
法
の
研
究
三
八
九
頁
以
下
が
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
論
稿
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
ぎ
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
流
派
家
元
の
名
称
保
護
を
め
ぐ
る
従
前
の
判
例
の
動
向
並
び
に
本
件
判

例
の
判
例
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
右
小
野
上
二
山
・
前
掲
論
文
一
頁

以
下
に
解
説
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
繰
り
返
さ
な
い
。
し
か
し
、

ぎ
わ
め
て
簡
略
に
い
え
ば
、
こ
の
点
の
保
護
を
め
ぐ
り
．
従
来
判
例
は
、

氏
名
権
・
名
義
権
等
人
格
権
侵
害
に
よ
る
差
止
請
求
か
ら
不
正
競
争
防
止

法
一
条
一
項
二
号
に
よ
る
差
止
へ
と
移
り
、
本
件
判
決
が
は
じ
め
て
規
約

（
契
約
）
違
反
に
よ
る
差
止
請
求
を
認
め
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
．

　
そ
れ
で
は
次
に
①
氏
名
権
乃
至
名
誉
権
等
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求

権
．
②
不
正
競
争
防
止
法
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
お
よ
び
③
規
約
（
契
約
）

に
基
づ
く
差
止
請
求
権
の
三
者
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
が
問
題
に

な
る
．
私
見
に
よ
れ
ば
、
①
が
普
通
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
は
営
業

的
側
面
に
お
け
る
人
格
権
の
保
護
で
あ
っ
て
、
①
に
対
す
る
関
係
で
は
特

別
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
②
は
財
産
権
的
性
質
を
有
す
る
営
業
権
の
保
護
で
あ
っ
て
、
人

格
権
的
性
質
を
有
す
る
か
否
か
問
題
が
あ
る
．
し
か
し
、
家
元
制
度
は
文

化
伝
承
的
制
度
と
し
て
の
性
質
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
は
財
産
権
的
営
業

権
と
い
う
よ
り
人
格
権
的
性
質
を
有
す
る
営
業
権
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
③
乃
至
③
の
基
礎
と
な
っ
た
慣
習
法
上
の
統
制

権
は
、
不
正
競
争
防
止
法
の
制
定
以
前
は
①
の
特
別
法
と
し
て
、
右
制
定

以
降
は
①
乃
至
②
の
特
別
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
規
律
で
あ
る
．
現

行
法
上
は
、
し
た
が
っ
て
、
三
者
の
適
用
上
の
優
先
関
係
は
、
③
②
①
と

い
う
順
序
で
あ
っ
て
、
三
者
を
選
択
的
に
併
合
す
べ
き
関
係
に
も
な
い
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
本
件
判
決
が
、
②
③
を
あ
た
か
も
選
択
的
併
合
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に

取
扱
っ
て
い
る
点
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
最
も
優
先
し
て
適

用
さ
れ
る
規
約
に
基
づ
く
差
止
請
求
を
認
容
し
た
と
い
う
点
で
は
誤
り
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

二
　
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
決
は
、
原
告
の
請
求
原
因
中
、
特
に
規
約
に
基

づ
く
差
止
請
求
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、

　
　
「
一
　
家
元
制
度
の
下
で
は
、
「
家
元
」
は
、
前
記
の
と
お
り
、
家
元
制
度
の
構

　
造
と
特
質
に
由
来
す
る
統
制
権
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長
い
家
元
制
度
の
歴

　
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
慣
習
法
上
の
権
利
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

　
「
家
元
」
は
、
そ
の
実
効
性
を
保
障
す
る
た
め
、
流
名
使
用
許
諾
の
権
限
を
一

　
手
に
掌
握
し
、
そ
の
統
制
に
服
し
な
い
者
に
対
し
破
門
等
の
処
分
を
行
う
処
分

　
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
家
元
集
団
を
離
れ
た
者
が
、
以
後
、
そ
の

　
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
「
家
元
」
か
ら
貸
与
さ
れ
て
い
た
氏
名
を
当
然
に

　
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
何
ら
か
の
事
情

　
で
家
元
集
団
を
離
れ
た
者
は
、
以
後
、
当
然
に
流
名
を
名
乗
る
こ
と
を
禁
止
さ

　
れ
、
「
家
元
」
は
、
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
前
記
統
制
権
に
基
づ
き
こ
れ
ら

　
流
名
の
暦
称
者
に
対
し
、
流
名
の
使
用
差
止
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う

　
べ
き
で
あ
る
。
「
家
元
」
に
こ
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

　
「
家
元
一
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
集
団
の
統
一
性
、
同
一
性
を
保
持
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
く
な
り
、
伝
統
的
な
家
元
制
度
自
体
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

　
る
。
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二
　
原
告
は
．
昭
和
五
三
年
六
月
二
五
日
。
当
流
の
宗
家
（
『
家
元
」
）
と
し
て

　
　
右
の
こ
と
を
明
文
化
し
た
規
約
を
制
定
し
、
当
流
の
構
成
員
は
全
員
こ
れ
に
従

　
　
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
構
成
員
が
宗
家
（
「
家
元
」
）
で
あ
る
原
告
に

　
　
対
し
、
右
規
約
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
約
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
三
　
し
か
る
と
こ
ろ
、
被
告
は
、
規
約
第
三
六
条
に
違
反
し
て
慶
祥
流
を
創
流

　
　
し
た
こ
と
に
よ
り
、
原
告
か
ら
規
約
第
三
八
条
に
従
い
退
流
処
分
を
受
け
、
若

　
　
柳
流
を
退
流
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
は
、
以
後
、
規
約
第
二
六
条
に
よ
り

　
　
「
若
柳
』
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

　
　
　
よ
っ
て
、
原
告
は
被
告
に
対
し
、
規
約
（
契
約
）
に
基
づ
き
、
「
若
柳
」
の

　
　
名
称
の
使
用
の
差
止
を
求
め
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
若
柳
流
規
約
二
六
条
は
、
退
流
後
の
若
柳
名
使
用
差
止
請

求
を
慣
習
法
上
の
家
元
の
統
制
権
と
し
て
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

原
告
は
、
右
規
約
上
の
差
止
請
求
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
す
な
わ

ち
、
原
告
は
不
正
競
争
防
止
法
条
の
差
止
請
求
権
を
別
に
す
れ
ば
、
慣
習

法
上
の
権
利
と
し
て
差
止
請
求
権
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
規
約

（
契
約
）
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
慣
習
法
上

の
差
止
請
求
権
と
規
約
上
の
差
止
請
求
権
を
選
択
的
競
合
と
し
て
、
主
張

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
判
決
は
、

　
　
「
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
家
元
制
度
が
わ
が
国
の
伝
統
的
な
制
度
で
社
会
的
に

　
　
承
認
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
の
中
で
家
元
の
統
制
権
と
い
わ
れ
る
権
利
が
承

　
　
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
家
元
の
統
制
権
を
法
的
確
信
に
支
持
さ
れ
た

　
　
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
と
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
家
元
の

　
　
統
制
権
を
慣
習
法
上
の
権
利
と
認
め
る
ぺ
き
か
否
か
を
決
す
る
た
め
に
は
、
ま

　
　
ず
、
家
元
制
度
を
と
る
各
種
集
団
の
慣
行
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
法
律

　
　
的
構
成
を
考
察
し
、
わ
が
国
の
現
行
成
文
法
の
理
論
的
体
系
と
の
調
和
を
考
え

　
　
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
が
行
わ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本

　
　
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
に
十
分
な
資
料
は
な
く
、
家
元
の

　
　
統
制
権
を
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
ま
で
た
や
す
く
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
。
」

と
し
て
い
る
が
、
慣
習
法
上
の
統
制
権
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
は
な
か
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、

　
　
「
家
元
制
度
が
わ
が
国
の
伝
統
的
制
度
で
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
制
度
で
あ

　
　
り
．
そ
の
中
で
家
元
の
統
制
権
と
い
わ
れ
る
権
利
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う

　
　
こ
と
と
、
家
元
の
統
制
権
を
法
的
確
信
に
支
持
さ
れ
た
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ

　
　
る
と
認
め
る
こ
と
と
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
」

と
判
示
し
て
い
る
が
．
両
者
間
に
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
の
か
必
ず
し
も

論
旨
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
さ
ら
に
、
本
件
判
旨
に
あ
っ
て
は
、

　
　
「
し
か
し
、
反
面
、
家
元
の
統
制
権
は
、
わ
が
国
の
法
律
制
度
上
、
何
の
意
味

　
　
も
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る
家
元
集
団

　
　
に
加
わ
り
当
該
家
元
集
団
に
固
有
の
技
能
、
芸
能
等
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
は
、
当
然
、
「
家
元
」
に
統
率
さ
れ
る
当
該
家
元
集
団
の
存
在
と
縄
織
を
承
認

　
　
し
こ
れ
を
前
提
と
し
て
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
示
家
元
制
度
の

　
　
構
造
と
特
質
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
に
参
加
し
た
者
が
、
当
該
家
元
集
団
の
中
で

　
　
「
名
取
」
の
資
格
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
時
点
に

　
　
お
い
て
、
同
人
が
、
当
該
家
元
集
団
の
統
率
者
で
あ
る
「
家
元
」
か
ら
正
式
に

　
　
当
該
家
元
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
当
該
家
元
集
団
の
活
動

　
　
分
野
で
活
動
す
る
際
に
使
用
す
べ
き
「
氏
名
」
を
与
え
ら
れ
る
（
貸
与
さ
れ
る
）

　
　
と
同
時
に
．
「
家
元
」
に
対
し
、
当
該
家
元
集
団
の
構
成
員
と
し
て
当
該
家
元

　
　
の
統
制
権
に
服
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
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る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
家
元
」
と
「
名
取
」
の
間
に
は
、
右
「
氏
名
」
の
授
与

　
　
（
貸
与
）
を
介
し
て
，
直
接
の
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
関
係
は
、

　
も
ち
ろ
ん
、
「
家
元
」
や
「
名
取
」
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
何
ら
か
の
理
由
に

　
　
よ
り
当
然
に
発
生
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
右
両
当
事
者
の
自
由
な
意
思

　
　
に
基
づ
く
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
現
行
の
民
法
そ
の
他
の
法

　
律
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
一
種
の
契
約
関
係
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
「
家
元
」
と
「
名
取
」
の
間
に
は
、
右
「
氏
名
」

　
　
の
授
与
（
貸
与
）
を
介
し
て
、
一
種
の
契
約
関
係
を
生
じ
、
「
名
取
」
は
、
「
家

　
　
元
」
か
ら
授
与
（
貸
与
）
さ
れ
た
「
氏
名
」
を
、
「
家
元
」
の
統
制
権
の
下
で
、

　
前
示
一
の
2
（
家
元
制
度
の
構
造
と
特
質
に
由
来
す
る
権
限
）
に
お
い
て
判
示
し

　
　
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
使
用
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
」

と
す
る
部
分
と
、

　
　
「
の
み
な
ら
ず
、
本
件
の
場
合
、
若
柳
流
に
お
け
る
原
告
の
統
制
権
の
内
容
を

　
　
明
文
化
し
た
も
の
と
い
え
る
規
約
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
が
「
若
柳
流
名
取
名

　
　
簿
」
に
記
載
さ
れ
て
全
構
成
員
（
名
取
」
に
配
布
さ
れ
た
こ
と
は
前
示
の
と
お

　
　
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
若
柳
流
に
お
け
る
家
元
制
度
の
実
態
に
即

　
　
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
．
本
件
の
場
合
、
規
約
の
条
項
が
、
宗
家

　
　
（
「
家
元
」
）
で
あ
る
原
告
と
被
告
を
含
む
各
名
取
と
の
間
の
法
律
関
係
（
契
約

　
　
関
係
）
を
直
接
規
律
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
い
う
べ

　
　
き
で
あ
る
。
」

と
の
部
分
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
必
ず
し
も
論
旨
が
明
確
で
は

な
い
。
前
半
は
家
元
と
名
取
の
関
係
が
民
法
そ
の
他
の
法
律
に
照
ら
し
一

種
の
契
約
関
係
で
あ
る
と
す
る
．
こ
れ
に
対
し
、
後
半
は
規
約
が
附
合
契

約
的
に
（
そ
う
は
明
言
し
て
い
な
い
が
）
契
約
関
係
を
理
由
づ
け
る
と
す
る
。

前
半
の
契
約
関
係
性
と
後
半
の
契
約
関
係
性
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る

の
か
明
確
で
は
な
い
。
契
約
関
係
性
を
前
半
・
後
半
の
双
方
か
ら
二
重
に

理
由
づ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
．
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

前
半
の
契
約
関
係
性
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
家
元
制
度
と

い
う
一
定
の
内
容
を
も
っ
た
慣
習
法
な
い
し
事
実
た
る
慣
習
が
あ
っ
て
、

名
取
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
慣
習
を
内
容
と
す
る
契
約
関
係
が
家
元
と

名
取
と
の
間
に
発
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
解
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
「
家
元
の
統
制
権
を
債
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
ま
で
た
や

す
く
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
判
示
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の

か
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
半
は
明
言
し
な
い
ま

で
も
、
規
約
が
一
種
の
附
合
契
約
的
に
契
約
内
容
に
な
る
と
判
示
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
附
合
契
約
の
成
立
要
件
で
あ
る

規
約
を
契
約
内
容
と
す
る
白
地
商
慣
習
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
．
一
方

で
は
、
「
家
元
制
度
を
と
る
各
種
集
団
の
慣
行
の
詳
細
を
明
ら
か
に
」
す

る
こ
と
な
く
「
家
元
の
統
制
権
を
慣
習
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
ま
で
た
や

す
く
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
右
の
白
地
商
慣
習
に
つ

い
て
は
、
結
論
的
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
家

元
制
度
を
と
る
各
種
集
団
の
慣
行
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、

容
易
に
白
地
商
慣
習
の
存
在
を
認
め
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
点
に
判
旨
の

問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
右
の
判
旨
の
前
半
は
、
「
し
か
し
、
反
面
、
家
元
の
統
制
権

は
、
わ
が
国
の
法
律
上
、
何
の
意
味
も
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い

え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
し
て
家
元
制
度
を
一
般
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
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一
概
に
家
元
制
度
と
い
っ
て
も
各
種
の
も
の
が
あ
り
一
律
に
論
じ
ら
れ
な

い
か
ら
こ
そ
、
本
件
判
決
は
、
他
方
で
「
家
元
制
度
を
と
る
各
種
集
団
の

慣
行
の
詳
細
を
明
ら
か
に
」
す
る
必
要
が
あ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
．
し
た
が
っ
て
、
本
件
判
決
は
右
判
旨
前
半
部
分
で
、
家
元
制
度

の
内
容
を
一
般
的
抽
象
的
に
論
じ
た
点
で
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
．

三
　
被
告
は
、
若
柳
流
の
規
約
の
効
力
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
消
極
的

見
解
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
ま
た
、
被
告
は
、
若
柳
流
の
規
約
に
つ
い
て
．
そ
れ
が
昭
和
三
七
年
に
制
定

　
　
さ
れ
た
規
約
の
改
正
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
，
か
つ
、
構
成
員
（
名
取
）
の
意

　
　
思
を
反
映
さ
せ
る
手
続
を
と
ら
な
い
で
、
原
告
の
希
望
を
一
方
的
に
文
章
化
し

　
　
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
旨
主
張
す
る
。
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
判
決
は
以
下
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

　
　
「
し
か
し
、
家
元
集
団
は
、
元
来
が
、
前
示
の
よ
う
な
包
括
的
で
不
定
量
な
権

　
　
力
を
持
つ
「
家
元
」
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
す

　
　
る
限
り
、
そ
の
規
則
、
規
約
等
も
基
本
的
に
右
の
よ
う
な
権
力
を
持
つ
「
家

　
　
元
」
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
と
が

　
　
で
き
る
。
こ
う
し
た
家
元
集
団
に
お
け
る
規
則
、
規
約
等
の
特
質
を
考
慮
す
る

　
と
、
被
告
主
張
の
よ
う
な
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち
に
「
家
元
」
の
意
思

　
　
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
「
規
約
」
の
効
力
を
否
定
す
る
理
由
に
な
る
と
は
解
し

　
難
い
。
「
家
元
」
の
意
思
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
「
規
約
」
は
、
そ
の
内
容
が

　
著
し
く
構
成
員
（
名
取
）
に
不
利
で
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の

　
　
で
あ
れ
ぽ
格
別
．
そ
う
で
な
い
限
り
，
原
則
と
し
て
前
記
契
約
関
係
を
通
じ
て

　
構
成
員
（
名
取
）
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
し
か
る
と
こ
ろ
．
前
記
規
約
は
、
前
示
の
と
お
り
内
容
的
に
み

て
日
本
舞
踊
界
の
家
元
制
度
の
実
態
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
て
特
に
不
当
な
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
上
、
被
告
も
構
成
員
で
あ
る
常
任
理
事
会

の
承
認
決
議
を
経
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
・
被
告
間
に
お
い
て

そ
の
法
的
拘
束
力
を
否
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
理
由
は
見
い
だ
し
難
い
。
被

告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
．

　
右
の
本
件
規
約
の
効
力
を
肯
定
す
る
判
旨
に
結
論
的
に
反
対
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
敢
え
て
一
言
加
え
て
お
き
た
い
。
家
元
が
包
括
的
で
不
定

量
な
権
力
を
持
つ
が
ゆ
え
に
そ
の
意
思
に
従
い
い
か
な
る
規
約
も
独
自
に

制
定
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
私
は
消
極
的
に
解
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
家
元
を
中
心
と
す
る
流
派
集
団
も
一
つ
の
集
団
で
あ
る
以
上
、

集
団
の
規
約
を
定
め
る
明
文
の
手
続
に
欠
け
て
い
て
も
、
条
理
的
手
続
が

あ
る
は
ず
で
あ
り
、
規
約
制
定
の
手
続
が
手
続
条
理
に
反
す
る
場
合
は
規

約
そ
れ
自
体
の
効
力
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。

ま
た
規
約
内
容
も
適
法
で
あ
り
か
つ
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
ず
、
家
元
の
意
思
に
適
う
も
の
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
内
容
の
も
の

で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
結
論
的
に
い
え
ぽ
、
本
件
若
柳
流
の
規
約
は
内
容
的
に
違

法
と
か
公
序
良
俗
違
反
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
規
約

が
契
約
内
容
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
　
家
元
対
名
取
間
の
契
約
関
係
が
退
流
後
も
名
取
を
法
的
に
拘
束
す
る

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
被
告
は
、
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「
原
・
被
告
間
に
規
約
の
条
項
を
内
容
と
す
る
契
約
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、

　
　
右
契
約
か
ら
は
、
債
権
・
債
務
の
関
係
が
発
生
す
る
の
み
で
、
被
告
が
若
柳
流

　
　
を
離
脱
し
て
契
約
関
係
が
終
了
し
た
後
は
、
規
約
に
基
づ
い
て
「
若
柳
」
の
名

　
　
称
の
使
用
差
止
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
主
張
す
る
。
」

こ
れ
に
対
し
、
本
件
判
決
は
、

　
　
「
し
か
し
、
規
約
は
、
原
・
被
告
間
に
債
権
・
債
務
の
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
だ

　
　
け
の
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
契
約
の
条
項
中
、
退
流
後
に
は
「
若
柳
」
の
名

　
　
称
を
使
用
で
き
な
い
と
の
条
項
（
第
二
六
条
）
は
、
ま
さ
に
退
流
後
の
不
作
為

　
　
義
務
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
契
約
当
事
老
間
に
お
い
て
契
約

　
　
終
了
後
の
法
律
関
係
の
規
制
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
わ
け

　
　
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
契
約
関
係
終
了
後
の
法
律
関
係
を
規
制
す
る
合
意
を
し

　
　
た
者
が
、
契
約
関
係
終
了
後
も
右
合
意
に
拘
束
さ
れ
る
の
は
、
右
合
意
が
何
ら

　
　
か
の
理
由
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
り
、
そ
の
内
容
が
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
こ

　
　
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
別
と
し
て
、
そ
う
で
も
な
い
限

　
　
り
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
右
合
意
の
当
事
者
は
、
互
い
に
こ
れ
を
遵

　
　
守
す
べ
き
で
あ
り
、
遵
守
し
な
い
他
の
当
事
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
履
行
を
訴

　
　
求
し
う
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
被
告
の
右
主
張
も
採
用
で
き
な
い
。
」

と
判
示
し
て
い
る
．
退
流
後
の
問
題
の
処
理
を
契
約
条
項
と
す
る
の
は
、

そ
れ
が
民
法
九
〇
条
に
違
反
し
な
い
限
り
有
効
で
あ
る
か
ら
、
判
旨
に
賛

成
で
あ
る
．

五
　
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
二
号
の
問
題
に
関
連
し
て
、
本
件
判
決

は
、
若
柳
流
の
識
別
性
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
判
示
を
し
た
が
、
周
知

性
に
つ
い
て
は
何
ら
の
判
断
を
示
さ
ず
、
結
果
的
に
は
不
正
競
争
防
止
法

上
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
判
示
し
な
か
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、

「
本
件
で
は
Y
は
若
柳
流
の
営
業
表
示
性
に
つ
い
て
．
「
日
本
舞
踊
若
柳
流
」

と
い
う
の
は
．
明
治
二
六
年
に
若
柳
壽
童
に
よ
っ
て
創
流
さ
れ
た
、
壽
童
の
固

有
の
芸
風
を
承
継
し
て
舞
踊
活
動
を
行
っ
て
い
る
複
数
の
流
派
の
総
称
で
あ

り
、
X
は
、
そ
の
う
ち
の
「
三
世
宗
家
」
又
は
「
三
代
目
宗
家
」
と
称
す
る
流

派
の
宗
家
で
あ
る
が
、
「
日
本
舞
踊
若
柳
流
」
の
す
べ
て
を
主
宰
す
る
家
元
で

は
な
い
。
「
若
柳
流
」
又
は
「
若
柳
」
な
る
名
称
は
、
若
柳
壽
童
の
系
譜
に
つ

な
が
る
日
本
舞
踊
の
一
流
派
全
体
を
他
の
流
派
で
あ
る
花
柳
流
、
藤
間
流
等
か

ら
区
別
す
る
識
別
表
示
と
し
て
の
意
味
し
か
な
く
、
若
柳
流
各
派
間
を
識
別
す

る
表
示
は
「
三
世
宗
家
若
柳
流
」
「
正
派
若
柳
流
」
「
直
流
若
柳
流
」
等
で
あ
る

と
し
て
争
っ
て
い
る
。

　
又
，
Y
は
周
知
性
に
つ
い
て
は
、
X
の
営
業
表
示
と
し
て
「
若
柳
流
」
又
は

「
若
柳
」
の
名
称
が
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
い
得
る
た
め
に
は
、
「
若
柳
流
」

又
は
「
若
柳
」
の
名
称
に
よ
っ
て
X
の
主
宰
す
る
「
宗
家
派
」
を
思
い
浮
か
べ

る
関
係
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
若
柳
流
」
は
．
戦
後
、
「
三
世
宗
家

若
柳
流
」
、
「
正
派
若
柳
流
」
、
「
直
流
若
柳
流
」
等
十
数
派
に
分
派
し
、
こ
れ
ら

各
流
に
属
す
る
者
は
、
い
ず
れ
も
「
若
柳
」
の
名
称
を
使
用
し
独
立
し
て
舞
踊

活
動
及
び
経
済
活
動
を
行
い
、
社
会
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
が
「
若
柳
流
」

と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
若
柳
流
」
又
は
「
若
柳
」
の
名

称
が
「
宗
家
派
」
を
示
す
名
称
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

と
し
て
争
っ
た
．
」

こ
れ
に
対
し
、
本
件
で
裁
判
所
は
、
若
柳
流
の
識
別
表
示
性
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
「
『
若
柳
流
』
と
い
う
名
称
は
、
元
来
、
明
治
二
六
年
に
若
柳
壽

童
に
よ
っ
て
創
流
さ
れ
た
日
本
舞
踊
の
一
流
派
を
指
す
名
称
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
昭
和
二
六
年
に
『
正
派
若
柳
流
』
（
後
に
『
正
派
若
柳
会
』
と
改
称
）

昭
和
三
〇
年
に
『
若
柳
流
西
家
元
』
が
そ
れ
ぞ
れ
分
派
し
て
か
ら
後
は
、
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「
若
柳
流
に
も
い
く
つ
か
の
分
派
が
あ
る
」
と
い
う
と
き
の
よ
う
に
、
そ

れ
ら
の
分
派
を
含
め
た
総
称
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
た
だ

し
、
そ
う
し
た
中
で
い
わ
ゆ
る
分
派
し
た
も
の
を
い
う
と
き
に
は
、
単
に

『
若
柳
流
』
と
は
い
わ
ず
『
正
派
若
柳
流
』
『
若
柳
流
西
家
元
』
等
と
い
う

よ
う
に
何
ら
か
の
識
別
表
示
を
付
加
し
て
指
称
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、

原
告
が
率
い
る
被
告
の
い
う
『
宗
家
派
』
に
つ
い
て
は
、
『
宗
家
若
柳
流
』

と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
識
別
表
示

を
付
加
せ
ず
、
単
に
『
若
柳
流
』
と
の
み
い
う
方
が
多
く
、
同
派
自
身
は
、

そ
の
流
名
と
し
て
『
若
柳
流
』
と
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
」
と
応
答
し
て
い
る
が
、
周
知
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
ら
の
判

断
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
上
の
差
止
請
求
と
不
正
競
争

防
止
法
上
の
差
止
請
求
と
が
選
択
的
併
合
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
、

前
者
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
後
者
に
つ
い
て
判
示
す
る
必
要
が
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

六
　
以
上
の
理
由
か
ら
判
旨
に
結
論
的
に
賛
成
す
る
が
、
そ
の
理
論
構
成

に
は
問
題
点
が
多
い
も
の
と
考
え
る
．
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