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一　

本
書
の
構
成
と
意
義

　

本
書
は
二
〇
一
二
年
改
正
の
中
国
民
訴
と
二
〇
一
五
年
公
布
の
民
訴

解
釈
を
前
提
と
し
、
中
国
に
お
け
る
公
式
解
釈
と
定
評
の
あ
る
教
科
書

を
参
照
し
な
が
ら
執
筆
さ
れ
た
書
籍
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
、
四
本

の
論
文
か
ら
な
る
総
論
と
、
全
一
八
章
の
中
国
民
訴
に
関
す
る
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
お
よ
び
原
則
各
章
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
各
論
の
二
部
構
成

で
、
民
訴
解
釈
の
和
訳
を
巻
末
資
料
と
す
る
八
〇
〇
頁
も
の
大
著
で
も

あ
る
。
本
書
の
出
版
計
画
は
編
者
の
一
人
吉
村
が
、
一
九
九
八
年
に
中

国
政
法
大
学
で
「
比
較
民
事
紛
争
処
理
手
続
五
講
」
の
講
義
を
行
っ
た

こ
と
に
端
を
発
し
た
と
さ
れ
る
（
は
し
が
き
）。
そ
う
す
る
と
、
本
書
の

刊
行
ま
で
実
に
二
〇
年
近
い
時
間
を
経
て
お
り
、
現
行
民
訴
の
変
遷
を

推
察
し
得
る
労
作
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
の
母
体
で
あ
る
「
日
中
民
事
訴
訟
法
比
較
研
究
会
」
に

今
後
の
対
中
実
務
・
理
論
の
た
め
の
書

御
手
洗　

大
輔
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お
け
る
議
論
の
中
で
訳
の
統
一
に
至
ら
な
い
ま
ま
刊
行
し
た
語
も
あ
っ

た
と
さ
れ
る
（
あ
と
が
き
）。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
本
書
は
中
国
民
訴

の
教
科
書
に
関
す
る
最
新
の
内
容
を
日
本
語
化
し
た
初
の
成
果
で
あ

り
、
対
中
実
務
・
理
論
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
と
な
る
点
を
考
え
れ

ば
、
訳
の
未
統
一
自
体
が
多
様
な
視
点
を
生
む
契
機
と
し
て
受
け
止
め

得
る
。

二　

日
本
語
化
の
意
義
と
知
的
好
奇
心
の
喚
起

　

本
書
の
総
論
は
私
の
修
士
時
代
を
思
い
出
す
内
容
だ
っ
た
。
当
時
の

私
も
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
の
二
項
対
立
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
合

理
的
で
あ
る
と
考
え
、
社
会
主
義
法
系
の
民
訴
に
共
通
す
る
当
事
者
交

替
制
度
を
研
究
し
た
。
数
十
冊
の
中
国
民
訴
の
教
科
書
と
二
百
余
の
論

文
に
、
関
連
す
る
資
料
を
可
能
な
限
り
蒐
集
し
て
向
き
合
っ
た
。
斎
藤

吉
村
徳
重
・
上
田
竹
志
編

日
中
民
事
訴
訟
法
比
較
研
究
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明
美
『
現
代
中
国
民
事
訴
訟
法
』（
晃
洋
書
房
、一
九
九
二
年
）
と
『
中

日
・
日
中
法
律
用
語
辞
典
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
七
年
）
は
必
携
だ
っ

た
。
平
易
な
法
律
条
文
と
そ
の
実
施
細
則
で
あ
る
詳
細
な
司
法
解
釈
を

読
み
込
み
、
そ
れ
と
中
国
民
訴
の
理
論
お
よ
び
裁
判
例
を
照
合
し
、
そ

こ
に
通
底
す
る
論
理
の
抽
出
を
試
み
た
。
完
璧
に
対
応
す
る
訳
が
な
い

か
ら
こ
そ
、
一
進
一
退
を
繰
り
返
し
て
終
わ
っ
た
だ
け
の
忸
怩
た
る
思

い
が
あ
る
。
そ
の
後
私
は
民
訴
論
か
ら
権
利
論
へ
と
移
行
す
る
が
、
そ

の
背
景
に
は
研
究
方
法
論
に
対
す
る
疑
義
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
総
論

は
従
前
の
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
修
士
時
代
を
思
い
出
さ
な
い
は
ず

が
な
か
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
中
国
民
訴
の
解
釈
お
よ
び
コ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
各
論

は
、
知
識
の
追
補
だ
け
で
な
く
、
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
懐
か
し
さ
を

感
じ
る
内
容
だ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
最
新
の
司
法
解
釈
を
取
り
込

む
だ
け
で
な
く
、
改
正
作
業
中
の
意
見
や
議
論
を
織
り
込
ん
で
執
筆
さ

れ
て
お
り
、
立
法
者
意
思
を
探
求
す
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

江
偉
、
肖
建
国
、
張
衛
平
、
奚
暁
明
、
江
必
新
の
書
籍
は
定
評
が
あ
り
、

本
書
は
中
国
民
訴
教
科
書
の
日
本
語
版
あ
る
い
は
学
会
の
基
調
報
告
の

よ
う
な
内
容
と
言
え
る
。
ま
た
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
あ
た
る
部
分
は

中
国
民
訴
の
論
理
を
反
映
し
て
お
り
、
対
中
関
係
に
携
わ
る
者
で
、
中

国
語
を
不
得
手
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
特
に
有
用
な
資
料
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。

　

ま
た
、
各
章
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
後
に
設
け
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
部

分
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
知
的
好
奇
心
を
誰
も
が
喚
起
さ
れ
よ
う
。
そ

も
そ
も
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
本
来
の
目
的
は
「
作
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
」
を
共
有
す
る
た
め
で
は
な
い
。
多
種
多
様
な
関
心
を
も
つ
一
人
一

人
が
そ
の
関
心
の
ま
ま
に
参
加
し
、
何
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
十
人
十
色
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
て
整
理

し
難
い
が
、
私
が
読
ん
だ
限
り
で
は
「
比
較
法
的
評
価
」、「
論
理
の
探

求
」
お
よ
び
「
公
式
解
釈
の
要
約
」
の
色
が
出
て
い
る
と
感
じ
た
。

三　

総
論
部
分
に
お
け
る
批
判
的
検
討

　

本
書
に
限
っ
て
は
総
論
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
各
論
文
を

色
褪
せ
さ
せ
る
た
め
、
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
吉
村
論

文
は
、
中
国
民
訴
の
展
開
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
視
点
（
職
権
主
義
か

ら
当
事
者
主
義
へ
の
移
行
）
を
踏
襲
す
る
。
例
え
ば
、
異
な
る
審
理
方
式

に
よ
る
確
定
判
決
の
効
力
範
囲
に
関
す
る
規
定
や
確
定
力
の
主
観
的
範

囲
の
効
果
に
関
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
つ
つ
、
そ
の
原
因

を
「
な
お
社
会
主
義
を
基
調
と
す
る
社
会
」
ゆ
え
の
日
本
社
会
と
異
な

る
側
面
に
求
め
る
。
そ
し
て
日
本
法
と
の
原
則
的
な
比
較
に
留
ま
る
こ

と
を
告
白
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
項
対
立
的
研
究
の
限
界
な
の
で

は
な
い
か
。

　

次
に
小
嶋
論
文
は
、
二
〇
一
二
年
の
全
面
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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「
訴
訟
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
手
つ
か
ず
の
印
象
を
受
け
る
」
と
す

る
。
そ
し
て
自
ら
の
現
地
調
査
を
紹
介
し
、
多
く
の
裁
判
所
で
上
海
市

長
寧
区
人
民
法
院
の
取
組
み
が
実
行
さ
れ
れ
ば
当
事
者
主
義
へ
の
ソ
フ

ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
実
現
さ
れ
る
と
期
待
を
寄
せ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

長
寧
区
の
試
み
に
は
訴
訟
の
基
本
構
造
を
改
め
る
何
か
が
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の
か
。
そ
れ
と
も
基
本
構
造
は
変
わ
ら
ず
、
そ
の
運
用
面
に
お

い
て
当
事
者
主
義
へ
の
移
行
を
果
た
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
中
国
民

訴
と
向
き
合
う
論
者
な
ら
で
は
の
不
変
の
論
理
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。

　

白
出
論
文
は
主
な
改
正
点
と
「
三
大
難
」
と
の
対
応
を
整
理
し
た
う

え
で
、
個
別
の
検
討
と
し
て
公
益
訴
訟
を
取
り
上
げ
る
。
公
益
訴
訟
に

お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
「
公
共
利
益
」
と
い
う
抽
象
的
要
件
の
解
釈
に

よ
っ
て
要
件
該
当
性
が
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
公
益
訴
訟

に
お
け
る
「
基
本
法
＋
単
行
法
」
モ
デ
ル
が
民
訴
の
基
本
理
論
を
根
拠

に
し
て
不
断
の
発
展
・
改
善
を
目
指
す
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
成
果

は
民
訴
へ
反
映
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
将
来
的
展
望
を
示
し
て
い
る
。
抽

象
的
要
件
の
解
釈
に
お
け
る
裁
判
官
個
人
の
裁
量
権
限
が
拡
大
す
る
の

か
が
、
個
人
的
に
は
気
に
な
る
。

　

最
後
に
、
韓
寧
論
文
は
二
〇
〇
六
年
訴
訟
費
用
改
革
を
経
た
翌
年
以

降
、
第
一
審
民
事
事
件
の
新
受
件
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、「
基
層

法
的
サ
ー
ビ
ス
工
作
者
」
の
資
格
取
得
制
度
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
等
を

紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
司
法
ア
ク
セ
ス
の
側
面
か
ら
民
訴
お

よ
び
関
連
す
る
制
度
を
考
察
す
る
こ
と
で
開
放
的
視
野
か
ら
中
国
民
訴

を
理
解
し
、
実
務
上
の
問
題
の
発
見
と
改
善
策
の
探
求
に
つ
な
が
る
と

の
展
望
を
示
す
。
実
務
に
も
様
々
な
人
々
が
関
係
す
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
其
々
を
細
分
化
し
た
う
え
で
、
司
法
ア
ク
セ
ス
の
側
面
等
を
紹
介

す
る
と
論
者
の
意
図
が
更
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四　

各
論
部
分
に
お
け
る
覚
え
書
き

　

紙
幅
の
都
合
上
、
比
較
法
的
評
価
と
論
理
の
探
求
の
色
が
出
て
い
る

若
干
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

裁
判
所
制
度
（
二
章
）
お
よ
び
管
轄
（
三
章
）
な
ら
び
に
民
事
訴
訟

の
妨
害
に
対
す
る
強
制
措
置
（
一
〇
章
）
に
関
す
る
川
嶋
の
コ
メ
ン
ト

は
、
日
本
民
訴
と
の
比
較
を
含
む
日
本
法
と
の
比
較
か
ら
評
価
す
る
。

ま
ず
二･

三
章
に
お
い
て
「
国
家
か
ら
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
私
的

自
治
を
基
本
と
す
る
民
事
紛
争
解
決
の
場
」（
一
六
八
頁
）
と
い
う
認
識

か
ら
の
視
点
を
示
す
。
例
え
ば
、
裁
判
所
法
三
条
と
の
比
較
か
ら
民
事

裁
判
権
に
限
定
す
る
中
国
民
訴
三
条
の
規
定
を
、
三
権
分
立
の
不
採
用

と
民
主
集
中
制
の
採
用
に
求
め
、
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
十
章
で

は
「『
法
遵
守
の
教
育
』
の
よ
う
な
訴
訟
目
的
観
は
社
会
主
義
民
事
訴

訟
法
の
特
色
で
あ
る
」
た
め
、出
廷
強
制
規
定
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

「
仮
に
私
的
自
治
が
制
度
の
根
幹
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、『
欠
席
の
自
由
』

も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
し
、
医
師
に
よ
る
カ
ル
テ
の
廃
棄
等
の
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証
明
妨
害
は
「
民
訴
の
領
分
で
は
な
く
、
日
本
法
の
よ
う
に
刑
事
制
裁

と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
は
ず
」
で
あ
る
と
し
て
中
国
民
訴
の
異
質
性

を
描
く
。

　

訴
訟
当
事
者
（
四
章
）
お
よ
び
訴
訟
代
理
人
（
五
章
）
に
関
す
る
鶴

田
の
コ
メ
ン
ト
は
、
中
国
民
訴
の
当
事
者
論
を
支
え
る
論
理
を
探
求
す

る
。「
暫
定
的
対
世
効
」
の
論
理
（
評
者
・
注
：
判
決
の
効
力
す
な
わ
ち
既

判
力
は
訴
訟
当
事
者
に
し
か
原
則
及
ば
な
い
。
既
判
力
が
第
三
者
ま
で
及
ぶ
場

合
を
対
世
効
と
い
い
、
暫
定
的
対
世
効
と
は
既
判
力
を
一
時
的
に
通
用
さ
せ
る

法
的
思
考
）
か
ら
、例
え
ば
再
審
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
原
因
を
、「
そ

れ
が
確
定
判
決
で
あ
る
が
ゆ
え
に
」
裁
判
所
も
含
む
関
係
者
全
員
を
拘

束
す
る
実
態
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
通
用
力
を
失
わ
せ
る
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、矛
盾
判
決
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
、

関
係
者
全
員
の
一
同
的
な
解
決
が
第
三
者
の
参
加
制
度
の
目
的
で
あ
る

と
説
く
。
そ
し
て
、「
暫
定
的
対
世
効
」
が
及
ぶ
か
ら
こ
そ
訴
訟
当
事

者
と
し
て
の
地
位
に
な
い
参
加
者
に
も
訴
訟
上
の
権
能
を
付
与
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。
当
事
者
交
替
制
度
を
研
究
し
て
い
た
際
に
探
求
で
き
な

か
っ
た
論
理
と
よ
う
や
く
出
会
え
た
思
い
が
す
る
。

　

第
一
審
通
常
手
続
（
一
二
章
）
の
堀
野
の
コ
メ
ン
ト
は
法
廷
弁
論
に

関
す
る
日
本
法
と
の
比
較
か
ら
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
法
は
弁

論
主
義
を
「
当
事
者
の
主
張
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
」
と
す
る
が
、
中
国

法
で
は
「
裁
判
所
が
明
ら
か
に
し
た
事
実
に
対
し
原
告
被
告
に
反
駁
す

る
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
を
い
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
背
景
に

は
当
事
者
ま
た
は
証
人
の
陳
述
と
証
拠
を
質
す
こ
と
を
法
廷
調
査
の
主

た
る
目
的
と
す
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
当
事
者
の
行
為

に
よ
り
訴
訟
を
終
了
で
き
る
こ
と
を
中
国
民
訴
も
認
め
て
い
る
こ
と
か

ら
処
分
権
主
義
が
基
本
的
に
妥
当
す
る
と
論
じ
る
が
、
上
記
の
趣
旨
お
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よ
び
現
行
法
で
も
最
終
的
に
は
裁
判
所
の
裁
定
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
処
分
権
主
義
は
妥
当
し
な
い
と
論
じ
る
方
が
整
合
的
で

は
な
か
っ
た
か
。

　

第
二
審
手
続（
一
四
章
）お
よ
び
再
審
手
続
・
裁
判
監
督
手
続（
一
五
章
）

に
関
す
る
池
田
の
コ
メ
ン
ト
は
、
上
訴
審
や
再
審
に
関
す
る
比
較
法
的

視
点
か
ら
評
価
す
る
。
例
え
ば
、
日
本
法
に
お
い
て
は
上
訴
の
取
り
下

げ
が
上
訴
人
の
意
思
に
よ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
こ
れ
に
対
し
て
中
国
民

訴
が
上
訴
の
取
り
下
げ
に
つ
い
て
上
訴
審
が
審
査
し
裁
定
す
る
た
め
上

訴
人
の
意
思
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
と
対
照
さ
せ
、「
英
米
法
等

の
法
の
継
受
と
の
関
係
が
気
に
な
る
」
と
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問

題
提
起
は
中
国
民
訴
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
比
較
法
に
お
け

る
問
い
そ
の
も
の
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
問
題
提
起
の
先
に
つ
い
て
、
中
国
法
の
将
来
を
、
例
え
ば
私
的
自
治

に
代
表
さ
れ
る
「
西
側
」
の
法
へ
の
展
開
と
し
て
想
定
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

執
行
手
続
（
一
七
章
）
に
関
す
る
西
川
の
コ
メ
ン
ト
は
、
中
国
民
訴

の
執
行
制
度
の
特
徴
を
、判
断
機
関
と
執
行
機
関
の
不
分
離
お
よ
び「
多

重
構
造
」
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
多
重
構
造
と
は
「
執
行
機
関
が
単

独
独
立
し
て
執
行
行
為
を
行
う
の
で
は
な
く
、
上
級
機
関
お
よ
び
他
の

機
関
か
ら
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
」を
い
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、

中
国
民
訴
が
当
事
者
に
よ
る
執
行
の
停
止
を
無
制
限
に
認
め
る
点
に
つ

い
て
「
い
さ
さ
か
違
和
感
が
あ
る
」
自
覚
か
ら
、「
職
権
主
義
と
当
事

者
主
義
の
二
項
対
立
的
把
握
が
妥
当
せ
ず
、
両
者
は
通
底
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
そ
の
何
か
へ
と
読
み
手
を
誘
お
う
と
す
る
。

　　

こ
の
よ
う
に
各
コ
メ
ン
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
有
す
る
。
す
べ
て
の

コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
筆
者
の
能
力
に

よ
る
。
と
は
い
え
、
明
確
な
問
題
関
心
を
持
つ
読
者
で
あ
れ
ば
該
当
す

る
章
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
読
ん
で
も
本
書
に
満
足
で
き
る
こ
と
を
伝
え
ら

れ
た
と
す
れ
ば
、
本
書
評
の
目
的
を
達
成
で
き
た
と
し
た
い
。
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