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明
律
運
用
の
統
一
過
程

谷

井

陽

子

は

じ

め

に

一
地
方
問
刑
街
門
の
審
理
報
告

二

審
理
報
告
の
審
査

三
在
外
審
録
制
度
が
も
た
ら
し
た
も
の

四

律

例
運
用
の
統
一
に
向
け
て

結

び
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』主

じ

め

明
朝
園
家
が
裁
判
機
構
を
監
督
し
た
制
度
は
、
大
ま
か
に
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。

一
方
は
、
行
政
機
構
上
の
統
廃
関
係
を
通
し
た
、
報
告

と
審
査
の
積
み
重
ね
に
よ
る
監
督
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
末
端
の
問
刑
官
か
ら
そ
の
上
司

へ
、
さ
ら
に
中
央
の
法
司
へ
、
最
終
的
に
は
皇

一
帝
へ
と
綾
く
。
そ
の
基
本
的
な
形
は
明
初
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
遅
く
と
も
嘉
靖
期
ま
で
に
、
巡
撫
・
巡
按
御
史
が
地
方
裁
剣
機
構
の
締
監

督
者
の
位
置
を
占
め
る
と
い
う
重
要
な
繁
化
が
生
じ
て
い
る
。
も
う

一
方
は
、
監
察
官
が
地
方
街
門
を
巡
回
し
て
再
審
を
行
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
巡
按
御
史
を
中
心
と
す
る
毎
年
の
舎
審
と
、
こ
れ
に
中
央
か
ら
の
欽
差
官
を
加
え
た
五
年
一
次
の
差
官
審
録
(
大
審
〉
と
か
ら
な
る
。

(
1
〉

成
化

・
弘
治
期
に
政
策
的
に
推
進
さ
れ
、

制
度
と
し
て
確
立
し
た。



ど
ち
ら
も
明
代
中
期
に
創
設
あ
る
い
は
改
獲
さ
れ
、
順
調
に
機
能
し
た
な
ら
ば
、
下
級
の
裁
判
機
関
に
劃
す
る
管
理
強
化
と
し
て
働
い
た
筈

で
あ
る
。
し
か
し
、
車
な
る
制
度
的
枠
組
み
で
は
な
く
、
監
督
機
能
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
貫
際
に
下
紐
機
関
で
行
な
わ
れ
る
裁
剣
が
ど
の

程
度
ま
で
規
制
さ
れ
得
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

裁
判
機
構
を
有
数
に
規
制
す
る
た
め
に
は
、
審
判
規
準
が
明
確
で
あ
り
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
関
係
機
関
に
周
知
徹
底
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
規
準
の
統
一
と
周
知
徹
底
が
制
度
的
枠
組
み
の
充
賓
に
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
数
果
的
な

規
制
が
成
り
立
つ
。
明
代
に
お
い
て
こ
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
代
に
見
ら
れ
る
完
備
し
た
監
督
瞳
制
の
成
立
を
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
特
に
審
剣
規
準
の
中
一
按
を
な
す
律
が
統
一
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

が
制
度
上
の
饗
革
と
ど
の
よ
う
に
連
係
し
て
い
た
か
を
示
す
。

の
嘉
靖
・
寓
暦
期
に
つ
い
て
審
査
の
内
容
を
検
討
し
、

以
下
、
女
の
よ
う
に
行
論
を
準
め
る
。
第
一
章
で
は
行
政
機
構
を
通
し
た
報
告
と
審
査
の
手
績
き
を
概
述
す
る
。
第
二
章
で
は
、
明
代
後
牢

か
な
り
誠
買
に
審
査
す
る
姿
勢
は
認
め
ら
れ
る
が
、
審
剣
規
準
に
つ
い
て
関
係
者
に
共
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有
さ
れ
て
い
た
知
識
・
理
解
は
、
審
査
の
統
一
性
が
疑
わ
れ
る
ほ
ど
低
水
準
と
し
か
評
債
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
第
三
章
一
で
は
舎
審
・
差

官
審
録
の
手
績
き
と
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
審
査
の
性
格
か
ら
、
審
剣
規
準
を
統
一
に
導
く
契
機
が
生
じ
た
こ
と
を
示
す
。
第
四
章
で
は

審
剣
規
準
に
闘
す
る
議
論
を
考
察
し
、
統
一
的
規
準
の
必
要
性
が
一
定
の
理
解
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
統
一
規
準
を
設
定
し
浸
透
さ
せ

る
べ
く
、
漸
次
第
革
が
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
を
通
し
て
、
明
代
中
期
に
生
じ
た
制
度
的
繁
革
が
、
嘉
靖
・
高
暦
期
に

賓
数
性
を
備
え
、
規
制
の
賓
を
上
げ
得
る
方
向
に
護
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

地
方
問
刑
街
門
の
審
理
報
告
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清
代
に
は
、
事
細
か
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
覆
審
や
報
告
の
手
績
き
を
通
し
て
、
下
級
の
裁
判
機
闘
を
上
級
機
闘
が
監
督
す
る
制
度
が
確
立
し

て
い
る
。
こ
れ
は
原
理
と
し
て
は
古
い
停
統
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
明
一
代
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
租
型
を
承
け
た
も
の
で
あ
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る
。
た
だ
し
、
明
初
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
制
度
が
行
わ
れ

い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
饗
化
し
て
い
っ
た
か
、

正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

洪
武
三

O
年
に
頒
行
さ
れ
た
律
で
は
、

徒

・
流
以
下
の
罪
に
嘗
た
る
場
合
は
府
州
豚
で
慮
決
し

死
罪
の
場
合
の
み
提
刑
按
察
司
(
直
隷
で
は

監
察
御
史
。
以
下
、
南
京

・
直
隷
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
〉
が
審
録
し
、
刑
部
に
轄
達
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
刑
部
に
迭
ら
れ
た
死
罪
案
件
は
、

(

2

)

 

さ
ら
に
大
理
寺
の
審
査
を
受
け
、
疑
問
の
払
跡
地
な
し
と
さ
れ
れ
ば
奏
請
・
慮
決
さ
れ
る
。

寅
際
に
は
、
府
州
豚
で
た
だ
ち
に
鹿
決
で
き
る
の
は
杖
罪
以
下
で
あ
り
、
徒
罪
以
上
は
上
司
の
認
可
を
要
す
る
と
い
う
手
績
き
が
、
遅
く
と

も
明
代
中
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
。
苦
肉
暦
『
大
明
曾
典
』
で
は
、
律
の
規
定
に
は
一
切
燭
れ
ず
、
洪
武
二
六
年
か
ら
三
二
年
に
至
る
上
申

手
績
き
の
蟹
草
を
述
べ

、
三
二
年
に
は
徒
・
流
・
雑
犯
死
罪
・
充
軍
に
つ

い
て
、
上
申
・
書
類
審
査
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

(

3

)

 

正
統
四
年
に
は
、
徒
以
上
に
つ
い
て
上
申
す
べ
き
こ
と
が
「
申
明
」
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
ち
ら
の
方
が
手
績
き
と
し
て
妥
嘗
に
見
え
る
。
徒

・

流
は
府
州
豚
を
越
え
た
範
圏
に
配
所
を
決
め
る
都
合
上
、
上
司
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
際
、
審
理
内
容
が
報
告
さ
れ
、
そ

れ
を
上
司
が
多
少
な
り
と
も
検
討
し
て
、

口
を
差
し
挟
む
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
事
貫
と
し
て
上
司
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
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と
も
、
贈
罪
を
認
め
た
場
合
、
府
州
豚
だ
け
で
も
慮
理
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
明
代
前
宇
に
は
か
な
り
の
期
間
に
亙
っ
て
、
雑
犯
死
罪
か

(

4

)

 

ら
佐
口
罪
ま
で
す
べ
て
賄
罪
に
振
り
替
え
て
い
た
の
で
、
刑
罰
執
行
上
の
必
要
だ
け
で
は
上
申
手
績
き
の
存
在
を
説
明
し
き
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

(
5
)
 

せ
よ
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
、
成
化
期
に
は
徒
罪
以
上
の
上
申
が
通
常
の
手
緩
き
と
な
っ
て
い
た
。

徒
・
流
に
つ

い
て
上
申
を
受
け
る
上
司
と
は
具
瞳
的
に
誰
か
。
明
代
前
牢
に
つ
い
て
は
や
は
り
確
認
で
き
な
い
が
、

地
方
で
そ
れ
だ
け
の
任

務
を
果
た
し
得
る
立
場
に
あ
る
の
は
、
按
察
司
と
巡
按
御
史
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、

上
申
を
受
け
て

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ

ぅ。

明
代
中
期
以
降
は
、

巡
撫

・
巡
按
が
携
嘗
し
て
い
た
と
言

っ
て、

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
弘
治
二
二
年
の
『
問
刑
燦
例
』
で
は
、
充
軍
の
場

合
に
つ
い

て
の
み
、
配
所
の
決
定
を
巡
撫
と
巡
按
で
ど
う
分
措
す
る
か
定
め
て
い
る
が
、
嘉
靖

一
一
年
に
は
「
充
軍

・
徒
罪
及
び
口
外
震
民
」

(
6
)
 

に
つ
い
て
規
定
し
な
お
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

「
も
し
末
端
の
地
方
官
が
受
理
し
て
(
事
起
於
所
司
〉
、
所
轄
の
(
合
干
)
上
司
に
通
行
申
呈
し
た

も
の
で
あ
れ
ば

と
も
に
巡
撫
の
定
護
を
待
ち
、
巡
撫
の
レ
な
い
虚
で
は
巡
按
が
定
震
す
る
」
と
の
一
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
府
州
鯨
な
ど
地



方
末
端
で
受
理
し
た
案
件
は
、
徒
罪
以
上
に
擬
さ
れ
た
場
合
、
上
司
に
「
通
行
申
呈
」
す
な
わ
ち
同
じ
内
容
の
文
書
を
同
時
に
迭
っ
て
報
告
す

高
暦
六
年
一
二
月
の
都
察
院
題
で
は
、

る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、

「
徒
罪
以
上
に
し
て
、

そ
の
上
司
に
は
巡
撫
・
巡
按
が
含
ま
れ
る
と
い
う
前
提
が
看
取
さ
れ
る
。

(

7

)

 

は
じ
め
て
守
・
巡
(
遁
〉
に
申
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
杖
以
下
と
徒
以
上
と
の
聞
で
上
申
義
務
の
線
引
き
が
な
さ
れ
る
の
は
、
府
州
豚
等
末
端
の
問
刑
衛
門
で
直
接
受
理
さ
れ
た
、

し、

わ

ゆ
る
「
自
問
〈
ま
た
は
自
理
)
」

の
案
に
つ
い
て
で
あ
る
。
府
州
燃
に
限
ら
ず
、
巡
撫
・
巡
按
か
ら
各
道
に
至
る
上
・
中
紐
地
方
官
は
み
な
訴
訟

を
受
け
附
け
て
い
る
。

上
級
機
関
に
訴
え
る
と
い
う
の
は
、
本
来
、
現
地
の
下
級
裁
判
機
関
で
の
審
理
に
不
服
が
あ
っ
た
時
や
、
公
卒
な
審
理

(

8

)

 

が
期
待
で
き
な
い
時
に
限
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
別
に
深
刻
な
寛
抑
や
大
き
な
利
害
劉
立
の
絡
ん
だ
重
大
案
件
で
な
け

れ
ば
受
け
附
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
然
る
べ
き
事
情
が
本
嘗
に
あ
る
か
ど
う
か
は
審
理
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
賞
際
、

(

9

)

 

訴
え
は
概
ね
容
易
に
受
理
さ
れ
た
。
受
理
さ
れ
た
案
件
の
ほ
と
ん
ど
は
、

管
下
の
下
組
裁
判
機
関
に
引
き
渡
し
て
審
理
を
命
じ
る
「
批
行
(
ま

(

叩

)

の
措
置
を
取
ら
れ
る
。
遁
常
、
批
行
の
案
は
自
聞
の
案
よ
り
も
優
先
し
て
審
理
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
匪
倒
的
に
原
告
有

(

江

〉

(

ロ

〉

利
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
上
級
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
る
訴
訟
は
数
が
多
く
、
批
行
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
批
行
の
案
は
、

た
は
批
愛
〉
」
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杖
以
下
の
軽
罪
で
あ
っ
て
も
報
告
し
て
剣
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

死
罪
に
相
嘗
す
る
案
件
は
、
按
察
司
に
上
申
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
死
罪
案
件
を
中
央
に
遺
る
の
に
按
察
司
の
認
可
を
要
す
る
と
い
う
手

績
き
自
瞳
は
、
終
始
不
襲
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

る
。
明
代
後
牢
に
は
、
按
察
司
の
審
査
は
概
し
て
形
骸
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
首
問
暦
期
に
自
ら
山
西
按
察
使
を
勤
め
た
目

し
か
し
、

一
般
に
按
察
司
が
有
数
な
監
督
機
能
を
果
た
し
得
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

坤
は
、
按
察
司
本
来
の
役
割
が
失
わ
れ
て
い
る
の
を
嘆
い
て
い
る
。

「今
や
強
盗

・
人
命
案
件
は

南
院
(
巡
撫
・
巡
按
)
の
批
駁
が
な
け
れ

ば
、
全
く
閥
知
し
な
い
。
そ
も
そ
も
死
刑
は
必
ず
按
察
司
か
ら
京
師
に
文
書
を
轄
迭
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
皐
に
業
務
代
行
を
指
す

筈
は
な
い
」
「
も
し
ひ
た
す
ら
穏
健
を
穿
び
、
何
一
つ
聴
こ
う
と
せ
ず
、

:
:
:
擬
罪
の
軽
重
は
院
・
道
が
定
め
る
に
任
せ
、
こ
れ
に
代
わ

っ
て

(

お

)

文
書
を
轄
迭
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
司
と
し
て
の
権
は
、
他
人
に
侵
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
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こ
う
し
た
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死
罪
相
嘗
の
重
大
案
件
に
つ
い
て
貫
際
に
監
督
す
る
の
は
巡
撫

・
巡
按
で
あ
り
、

(

M

)

 

深
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

(

日

〉

嘉
靖
一
一
年
の
都
察
院
題
准
に
は
、

む
し
ろ
各
道
の
方
が
定
罪
に
関
わ
る
こ
と

記
述
に
よ
れ
ば
、

「
蓄
規
」
で
は
府
州
豚
等
の
死
罪
案
件
は
、
自
問
及
び
撫
按
の
批
行
に
よ
る
場
合
の
み
撫
按
に
報
告
し

「
近
年
」
は
死
刑
案
件
が
す
べ
て
撫
援
問
者
に
報
告
さ
れ
て
、

奪
〉
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
全
穫
の
趣
旨
と
し
て
は
、
巡
按
御
史
は
審
録
を
職
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

て
お
き
(
申
呈
撫
按
照
詳
〉
、

な
お
曾
審
を
待
っ
た
も
の
で
あ
る
が

裁
定
(
定

暗
臨
め
審
理
結
果
を
認
可
し
て
い
る
の
は
不
都
合
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
「
布
政
司
・
按
察
司
及
び
各
道
が
批
行
し
た
場
合

は
撫
按
に
報
告
す
る
必
要
が
な
い
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
撫
按
が
批
行
し
た
場
合
、
撫
按
に
報
告
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
府
州
豚
等
自

し
か
も
賞
際
に
は
「
布
政
司
・
按
察
司
及
び
各
道

(はむ

が
批
行
し
た
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
撫
按
に
報
告
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
現
存
す
る
高
暦
年
聞
の
檎
案
に
、
丘
ハ
備

聞
の
案
に
つ
い
て
も
報
告
・
認
可
を
要
す
る
こ
と
を
、
蓄
規
ど
お
り
認
め
た
と
解
さ
れ
る
。

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
批
行
を
受
け
た
経
歴
な
り
指
揮
使
な
り
が
直
接
撫
按
に
報
告
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
道
を
介
し
て
報
告
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逼
か
ら
都
司
経
歴
・
衛
指
揮
に
批
行
さ
れ
、
道
に
報
告
さ
れ
た
後
、
道
か
ら
巡
撫
・
巡
按
に
「
通
行
轄
詳
」
さ
れ
た
と
い
う
死
罪
案
件
が
見
え

さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

遅
く
と
も
嘉
靖
期
に
は
次
の
よ
う
な
手
緩
き
が
成
立
し
て
い
た
。

批
行
案
件
が
各
々
も
と
の
上
司
に
報
告
さ
れ
る
ほ

か
、
徒
罪
以
上
に
擬
さ
れ
た
案
件
は
、
府
州
豚
衛
所
が
受
理
し
た
も
の
と
、

お
そ
ら
く
は
布
政
司

・
按
察
司
・
都
司
及
び
各
道
が
受
理
し
た
も

の
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
に
は
撫
按
に
至
る
上
司
に
、
通
行
し
て
報
告
さ
れ
る
。
配
所
を
決
め
る
の
は
撫
按
の
ど
ち
ら
か
一
方
(
巡
撫
が
優
先
)

で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
同
時
に
報
告
さ
れ
る
以
上
、
形
だ
け
で
も
整
方
の
認
可
を
取
り
附
け
る
必
要
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
死
罪
に
擬
さ
れ

た
案
件
は
、

一
部
の
批
行
案
件
を
除
き
、
す
べ
て
撫
按
に
報
告
し
て
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
報
告
義
務
を
除
外
さ
れ
た
批
行
案
件
も
、

報
告
し
て
認
可
を
得
る
の
が
慣
倒
的
で
あ
っ
た
。

撫
按
に
迭
ら
れ
る
審
理
報
告
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
の
に
、
最
も
好
適
な
史
料
は
、
遼
寧
省
槍
案
館
所
臓
の
『
遼
東
察
院



(

口

)

楢
案
』

〈
以
下
『
遼
檎
』
と
略
し
、
該
稽
案
館
の
整
理
番
競
を
記
す
。
な
お
、
不
都
合
な
黙
は
多
い
も
の
の
、
排
印
本
『
明
代
遼
東
楢
案
匿
編
』

(
遼
溶
書
社
、

一
九
八
五
年
)
が
現
在
の
と
こ
ろ
参
照
に
便
利
な
の
で
、
そ
の
第
一
部
紛
の
番
挽
も
附
す
〉
所
牧
の
報
告
書
で
あ
る
。

個
別
の
審
理
報
告
と
確
定
で
き
る

も
の
は
、

い
ず
れ
も
遼
東
地
方
の
文
武
官
か
ら
山
東
、巡
按
御
史
に
宛
て
て
「
呈
」
の
形
式
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
審
理
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ

る
「
原
由
」
や
原
告
の
告
賦
「
原
詞
」
を
官
頭
に
記
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
主
瞳
を
な
す
の
は
審
理
結
果
そ
の
も
の
を
停
え
る
部
分
で
あ

り
、
こ
の
部
分
は
い
ず
れ
も
「
招
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
審
理
の
結
果
は
、
招
の
形
式
に
従

っ
て

一
種
の
調
書
に
ま
と
め
る
の
が
確
買
な
手
緩
き
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
自
問
で
杖
罪
以
下

の
場
合
は
も
っ
と
簡
略
に
済
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
た
が
、

(日〉

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

審
理
報
告
を
要
す
る
時
は
、

必
ず
招
を
作
成
(
倣
招
ま
た
は
串
招
と
言
う
)
し
て
迭
ら

『
遼
槍
』
所
牧
の
報
告
書
は
、
少
な
く
と
も
嘉
靖
二
六
年
か
ら
蔦
麿
一
一
一
年
ま
で
の
五
十
年
近
い
問
、
様
々
な
文
武
街

門
で
作
成
さ
れ
な
が
ら
、

一
貫
し
て
こ
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。

巡
按
御
史
と
い
う
全
国
規
模
で
異
動
の
あ
る
官
に
迭
る
文
書
で
あ
る
か
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ら
、
地
域
的
差
異
は
想
定
し
難
い
。
ま
た
、

(
凶
)

か
ら
頻
見
さ
れ
る
。
文
書
の
形
式
は
慣
例
に
従
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
審
理
報
告
は
通
常
こ
の
形
式
で
行
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。(

却
〉

同
時
代
の
政
書
で
事
細
か
に
解
説
さ
れ
る
書
式
と

一
般
に
審
理
結
果
の
報
告
書
を
送
る
際
に
「
招
由
」
の
語
を
用
い
る
用
例
は
、
も
っ
と
早
い
時
期

招
の
書
式
は
『
遼
槍
』
で
も
文
書
作
成
者
の
這
い
に
拘
ら
ず
細
か
い
船
舶
ま
で
一
様
で
、

も
、
か
な
り
正
確
に
一
致
す
る
。
招
は
概
ね
以
下
の
よ
う
な
書
式
で
記
さ
れ
る
。

①
「
一
間
得
」
で
始
ま
る
部
分
。
事
費
認
定
を
記
し
て
い
る
。
ま
ず
「
一
名
本
本
、
年
*
*
歳
、
係
*
*
府
本
主
麻
民
」
な
ど
一
人
の
人
物
の

一
人
の
人
物
で
は
な
く

一
つ
の
案
件
に
劃
躍
す
る
の
で
、
審
理
の
劃
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

姓
名
・
年
齢
・
身
分
を
掲
げ
る
。

一
件
の
招
は
、

る
人
物
は
通
常
複
数
に
な
る
が
、

必
ず
一
人
(
原
則
と
し
て
最
も
罪
の
重
い
者
)
を
奉
げ
て
冒
頭
に
示
す
(
招
頭
ま
た
は
招
首
と
言
う
)
。

ヨ穴

賦

招
」
と
し
て
、
震
端
か
ら
訴
え
に
至
る
、
事
賓
と
認
定
さ
れ
た
事
件
の
経
緯
を
記
す
。
こ
こ
で
は
招
頭
の
人
物
に
限
ら
ず
関
係
者
全
員
の
、
事
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件
に
関
わ
る
行
震
が
述
べ
ら
れ
る
。
関
係
者
は
、
官
に
拘
束
さ
れ
て
い
れ
ば
「
在
官
」
、
未
拘
束
で
あ
れ
ば
「
未
獲
」
、
逃
走
中
で
あ
れ
ば
「
在

逃
」
な
ど
の
語
が
、
名
前
の
前
に
必
ず
附
せ
ら
れ
、
官
に
よ
る
把
捉
朕
況
が
示
さ
れ
る
。
後
で
具
瞳
的
措
置
を
講
じ
る
の
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
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る
。
罪
せ
ら
れ
る
べ
き
者
の
問
題
と
な
る
行
局
に
は
「
不
合
」

(

幻

)

れ
は
そ
の
部
分
が
定
罪
に
関
わ
る
こ
と
を
示
す
。
概
し
て
こ
の
部
分
は
詳
細
を
極
め
る
。

「
叉
不
合
」
と
い
っ
た
「
招
限
」
と
呼
ば
れ
る
語
が
一
々
冠
せ
ら
れ
る
が
、
こ

②

「一

議
得
」
で
始
ま
る
部
分
。

「議
罪
」
と
稿
さ
れ
、
関
係
者

へ
の
律
例
の
適
用
を
記
し
て
い
る
。
各
人
に
劃
し
て
、
ど
の
律
に
よ
り
ど
れ

だ
け
の
刑
罰
を
課
す
か
を
中
心
と
す
る
が
、
罪
の
減
等

・
膿
罪
の
適
用

・
克
罪
と
す
べ
き
事
由
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
の
根
擦
と
結
果
に
つ
い
て

も
記
す
。
罪
の
重
い
者
か
ら
順
に
何
の
罪
も
認
め
ら
れ
な
い
単
な
る
謹
人
を

「寧
家
随
住
」
さ
せ
る
こ
と
に
至
る
ま
で
、
関
係
者
全
員
の
措
置

。
る

『
蓮
槌
』
所
牧
の
報
告
書
で
は
、

(
n
)
 

一
般
に
、
擬
罪
に
際
し
て
例
を
引
用
す
る
の
は
嫌
わ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

例
の
適
用
は
煩
罪
な
ど
僅
か
な
場
合
に
限

を
講
じ
る
。
明
代
中
期
以
後
は
例
が
増
加
の
一
途
を
辿
る
が
、

③

「
一
照
出
」
で
始
ま
る
部
分
。

「
照
行
事
務
」
と
稽
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
案
件
に
附
随
し
て
慮
理
す
べ
き
雑
多
な
事
柄
を
記
す
。
紙
債
の

納
入

・
牧
慣
や
照
罪
の
方
法

・
賊
物
の
返
還

・
埋
葬
銀
雨
の
負
携

・
係
争
物
件
の
慮
置
や
、
そ
れ
に
伴
う
手
績
き
な
ど
で
あ
る
。

招
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
限
り
、
上
記
の
記
載
要
件
は
す
べ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
従
っ
て
、

上
司
に
報
告
し
た
場
合
、
こ
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れ
ら
の
黙
は
す
べ
て
上
司
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
報
告
に
劃
す
る
審
査
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た

の
か
、
次
に
検
討
す
る
。

審
理
報
告
の
審
査

審
理
報
告
を
受
け
た
巡
撫

・
巡
按
が
ど
の
よ
う
な
審
査
を
行
っ
た
か
は
、
報
告
に
射
す
る
批
答
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
代
後
牢

の
文
集
史
料
は
、
巡
撫
・
巡
按
経
験
者
が
任
期
中
に
作
成
し
た
文
書
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
、
撫
按
が
属
僚
の
審
理
報
告
に
附
し
た
批
も

(
お
)

見
ら
れ
る
。
件
数
は
か
な
り
多
く
、
目
的
に
よ
っ
て
は
参
照
債
値
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
撫
按
自
身
の
見
識
を
誇
示
す
る
目
的
で
編
集
さ
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
し
、

何
よ
り
も
そ
の
批
が
書
か
れ
る
元
に
な

っ
た
報
告
書
の
内
容
が
わ
か
ら
な
い
の
で
利
用
し
に

く
い
。

そ
れ
に
劃
し
て
、

『
遼
楢
』
に
は
巡
按
御
史
の
批
が
報
告
書
に
書
き
附
け
ら
れ
た
形
で
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

よ
り
利
用
債
値
が
高
い
。



『
遼
槍
』
所
牧
の
報
告
書
で
筆
者
が
寅
見
し
得
た
も
の
の
う
ち
、
個
別
の
審
理
報
告
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
か
つ
残
存
朕
態
が
利
用
に

(
川
品
)

堪
え
る
も
の
は
、
全
部
で
一
七
件
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
罫
線
の
あ
る
用
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
元
は
加
子
の
形
に
顔
じ
ら
れ
、
表
紙
を

有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

表
紙
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
部
分
に
は
標
題
が
記
さ
れ
、

(

お

)

東
都
司
経
歴
司
経
歴
陳
編
問
過
犯
婦
孟
氏
等
招
書
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
紙
に
は
、
往
々
に
し
て
批
答
と
思
わ
れ
る
も
の
が
書
き

附
け
ら
れ
て
レ
る
。
筆
者
が
賓
見
し
た
限
り
で
は
計
一
三
件
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
批
が
賓
際
に
誰
の
手
に
な
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

一こ

例
え
ば
『
遼
檎
』
甲

・
日
・
印

(
排
印
加
〉
に
は
「
遼

れ
ら
が
巡
按
御
史
の
批
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
こ
の
部
分
は
排
印
本
に
は
載
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
末
尾

に
ま
と
め
て
附
す
。
〉

一
三
件
の
批
の
う
ち

一
二
件
ま
で
は
、
原
擬
に
従

っ
て
蕗
理
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

「允」

「依
擬
」
だ
け
の
三
件
を
除
い
て

み
な

同
様
の
書
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
た
る
犯
人
に
つ
い
て
、
某
は
贈
罪
、
某
は
的
決
と
い
っ
た
呉
瞳
的
措
置
を
、
全
く
原
案
通
り

の
場
合
で
も
一
々
確
認
し
、

「
徐
照
行
、
寅
牧
(
ま
た
は
寅
枚
領
欣
)
綴
」
と
結
ん
で
い
る
。
文
集
史
料
に
見
ら
れ
る
撫
按
の
批
を
見
て
も
、
原
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擬
に
異
論
の
な
い
場
合
は
同
様
の
書
式
で
量
一
国
か
れ
て
お
り
、
首
時
こ
う
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
た
定
型
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

五
件
ま
で
は
原
案
に
附
け
加
え
た
り
襲
更
し
た
り
し
た
箇
所
が
全
く
な
い
。
改
襲
の
あ
る
四

件
の
う
ち
、
甲

-
m
-
U
(排
印
川
)
と
乙

・
紅

・
川
〈
排
印
加
)
で
は
、

さ
て
、
こ
の
形
式
で
霊
園
か
れ
た
九
件
の
う
ち
、

と
も
に
報
告
書
で

「
照
参
」
と
さ
れ
て
い
た
官
員
を
「
克
参
罰
米
七

石
」
と
し
、
甲

-
H
・
臼
(
排
印
加
〉
で
は
徒
二
年
半
の
犯
人
に
責
二

O
を
加
え
、
配
す
べ
き
騨
遁
を
指
定
し
て
い
る
。
甲
・
ロ
・
日
(
排
印
川
)

(

お

)

「
子
奉
養
母
有
鉄
者
(
子
孫
違
犯
数
令
)
」
律
に
依
り
杖
罪
(
一
百
か
ら
二
等

で
は
、
最
も
罪
の
重
い
二
名
に
つ
い
て
は
原
擬
を
認
め
て
い
る
が
、

減
じ
て
八
十
〉
に
擬
さ
れ
た
五
名
を
「
克
罪
」
に
改
め
、
悪
意
あ
る
誇
張
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
許
告
し
た
事
貫
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

「姑
尭
究
罪
」
と
さ
れ
て
い
た
一
名
を
「
克
問
罪
、
加
責
廿
板
」
と
し
て
い
る
。

改
援
の
理
由
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
官
員
の
参
劾
は
御
史
の
一等
権
事
項
で
あ
る
か
ら
、
巡
按
が

一
方
的
に
決
め
て
嘗
然
で
あ
る

(

幻

〉

上
司
が
批
で
命
じ
る
常
套
的
な
匙
加
減
で
あ
っ
た
と
い
う
。
杖
八
十
の
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し
、
情
献
を
や
や
重
く
見
た
場
合
、
杖
責
や
棚
競
を
附
加
す
る
の
は
、
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か
な
り
大
き
な
嬰
更
に
も
見
え
る
が
、

(
m
A
〉

難
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
何
ら
不
審
な
貼
は
な
い
。

五
名
を
克
罪
に
し
た
こ
と
は
、

報
告
書
が
惇
え
る
事
賞
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
罪
あ
り
と
ま
で
は
認
め

僅
か
一
三
件
で
は

い
ず
れ
に
せ
よ
統
計
的
廃
理
に
は
全
く
不
適
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
審
査
だ
け
を
取
っ
て
も
、
原
擬
を
そ
の
ま

ま
承
認
し
た
り
、
根
擦
を
明
示
せ
ず
に
細
か
い
獲
更
を
命
じ
た
り
す
る
だ
け
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
社
撲
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
扱
っ
て
い
る
案
件
の
内
容
に
聞
し
て
考
え
れ
ば
、
あ
り
き
た
り
の
軽
微
な
案
件
と
し
て
報
告
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、

む

し
ろ
丁
寧
に
検
討
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

甲

-
H
・
臼
は
官
司
へ
の
集
園
的
反
抗
と
い
う
比
較
的
重
大
な
事
件
を
扱
っ
て
い
る
が
、
甲

-
U
・
日
と
甲

-m
・
幻
は
最
も
重
く
擬
さ
れ

た
罪
が
「
求
策
人
財
(
在
官
求
索
借
貸
人
財
物
)
」
乙
・
氾

-
m
は
「
不
腰
痛
事
重
(
不
感
篤
)
」
で
あ
る
。
求
策
人
財
を
最
重
の
罪
と
す
る
案
件

(

却

)

は
『
遼
槍
』
中
に
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
は
護
端
と
な
っ
た
事
件
そ
の
も
の
が
あ
ま
り
に
軽
微
な
の
で
、
拘
引
に
向
か
っ
た
差
役
の
財
物
強
要
が

結
果
的
に
最
も
重
い
罪
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

ぬ

)

お
り
、

不
麿
魚
律
は
、
安
易
に
適
用
さ
れ
過
ぎ
る
こ
と
が
嘗
時
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

- 46ー

『
遼
槍
』
所
牧
の
案
件
で
も
、
関
係
者
の
う
ち
誰
か
に
こ
の
律
を
適
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
比

較
的
軽
微
な
罪
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
の
が
普
通
な
の
で
、
不
腰
震
が
最
重
の
罪
と
い
う
こ
と
は
、
審
理
の
段
階
で
案
件

(

況

〉

全
髄
が
何
ら
重
大
性
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原
擬
に
射
し
て
審
査
で
改
獲
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
軽
罪

の
審
理
報
告
で
あ
っ
て
も
一
通
り
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
上
記
以
外
に
も
貫
例
が
あ
る
。

(

m

M

)

 

の
懇
告
を
行
っ
た
男
を
無
造
作
に
「
不
麿
馬
事
重
」
に
擬
し
て
巡
按
か
ら
批
駁
さ
れ
、
再
提
出
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
巡
按
の
意
向
に
沿
っ
て

甲

-
U
・
日

(
排
印
加
)
は

重
罪

「
謹
告
」
に
改
擬
し
た
た
め
「
允
」
と
の
批
を
得
て
い
る
。
道
以
下
で
軽
罪
扱
い
し
た
案
件
で
も
、
巡
按
の
側
で
は
概
し
て
審
査
を
疎
か
に
し

て
い
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

審
理
報
告
が
あ
る
程
度
以
上
の
重
罪
に
擬
し
て
い
る
場
合
に
は
、

よ
り
慎
重
な
審
査
が
見
ら
れ
る
。
上
掲
二
二
件
の
批
の
う
ち
、
唯
一
正
面

か
ら
批
駁
し
て
い
る
甲
・
日
・
臼
〈
排
印
川
)
は
、

質
は
二
度
目
の
批
駁
で
あ
る
。

紛
れ
も
な
い
人
命
案
件
で
あ
る
が
、
丘
ハ
備
道
の
原
擬
が
巡



按
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
道
が
巡
按
の
考
え
に
沿
う
方
向
で
改
擬
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
ま
だ
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
で
、
再
び
駁
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
巡
按
が
報
告
に
不
満
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
官
に
再
検
討
を
命
じ
る
(
駁
問
)
こ
と
も
あ
る
し
、
別
の
官
に
再
審
を
命
じ
る

(

お

)

〈
調
問
)
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
が
奨
働
さ
れ
て
い
た
。
原
擬
が
死
罪
の
場
合
に
は
、
報
告
に
何
ら
疑
問
黙
が
見
出
せ
な
く

(
引
品
〉

て
も
、
念
の
た
め
別
の
官
に
再
審
を
命
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

批
駁
の
内
容
は
、
審
査
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
黙
が
問
題
と
さ
れ
た
か
を
端
的
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
駁
を
行
っ
て
い
る
批
の
原
件
が
見

ら
れ
る
の
は
、
甲

・
日
・
日
一
件
で
あ
る
が
、
『
遼
楢
』
所
牧
の
報
告
書
に
は
、
一
度
批
駁
さ
れ
た
案
件
を
再
報
告
す
る
際
に
、
前
回
受
け
た

駁
批
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
文
集
史
料
も
加
え
て
組
合
し
て
み
る
と
、
批
駁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
事
賓

関
係
に
不
審
な
離
が
あ
る
こ
と
と
、
量
刑
が
不
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。

(
白
山
〉

事
寅
閥
係
に
辻
棲
の
合
わ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
、
し
ば
し
ば
不
正
の
存
在
を
匂
わ
せ
る
強
い
調
子
で
駁
さ
れ
て
い
る
。
特
に
文
集
史
料
に

そ
う
し
た
批
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
謄
蔽
さ
れ
た
事
賓
を
暴
く
こ
と
が
審
査
官
の
有
能
さ
の
置
し
と
い
う
意
識
、
ひ
い
て
は
そ

- 47ー

れ
が
審
査
の
主
眼
と
い
う
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
報
告
者
の
側
で
も
事
責
関
係
の
整
合
性
に
は
注
意
を
排
っ
て
い
る
。
ロ
口
坤
な
ど
は
按
察
使
在
任

(

叩

山

)

中
に
、
常
識
に
照
ら
し
て
不
自
然
な
ほ
ど
、
多
人
数
の
供
述
が
細
部
ま
で
一
致
し
た
審
理
報
告
を
よ
く
見
た
と
皮
肉
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

事
費
関
係
の
不
整
合
は
、
震
見
す
る
の
に
特
別
な
知
識
を
要
し
な
い
し
、
そ
れ
が
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
採
る
べ
き
道
は
事
賓
の
再
確
認
に
輩
き

る
そ
れ
に
射
し
て
、
量
刑
の
問
題
は
専
門
的
知
識
に
基
づ
く
剣
断
を
要
す
る
。

刑
罰
を
科
す
に
は
必
ず
律
か
篠
例
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
律
例
の
各
僚
は
刑
罰
と
一
劃
一
で
封
躍
し
て
い
て
裁
量
の
絵
地
が
な
い
の
で
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
刑
罰
を
科
す
か
と
い
う
問
題
は
、
貫
際

上
ど
の
律
例
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
軽
い
罪
を
売
罪
に
し
た
り
、
附
加
的
な
懲
罰
を

科
し
た
り
と
い
っ
た
細
か
い
饗
更
は
、
撫
按
が
一
方
的
に
命
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
律
例
の
適
用
を
舞
え
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
批
駁
し
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て
再
検
討
を
促
す
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
ど
れ
だ
け
明
確
な
規
準
に
依
援
し
て
い
る
か
で
、
審
査
の
客
観
性
が
明
ら
か
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に
な
ろ
う
。

『遼
楢
』
甲
・

日
・
臼
は
、
こ

の
黙
を
解
明
す
る
上
で
一
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
の
日
附
は
高
暦
二
一
年
九
月
、
兵
備
道
が
一
度
改
擬

し
た
上
で
の
再
報
告
で
、
巡
按
の
二
度
目
の
批
駁
が
附
さ
れ
て
レ
る
。
こ
こ

で
扱
わ
れ
る
案
件
の
事
質
闘
係
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

李
佐
な
る
男
に
高
氏
と
い
う
妾
が
い
た
が
、

王
保
と
い
う
男
と
駆
け
落
ち
し
て
し
ま
い、

さ
ら
に
陳
得
と
い
う
男
と
も
開
係
を
も

っ
た
。
そ
の

後、

古同
氏
は
李
佐
に
見
つ
か

っ
て
連
れ
蹄
ら
れ
た
が
、
陳
得
は
王
保
と
語
ら

っ
て
、
李
佐
を
殴
り
高
氏
を
取
り
返
そ
う
と
し
た
。
計
重
は
首
尾

よ
く
成
功
し
た
が
、
李
佐
は
殴
ら
れ
た
傷
が
も
と
で
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
丘
ハ
備
道
が
最
初
に
巡
撫
・
巡
按

へ
逼
詳
を
行

っ
た
段
階
で
は
、
陳
得

が
「
姦
夫
謀
殺
親
夫
(
殺
死
姦
夫
)
」
で
斬
、
高
氏
は
「
姦
夫
自
殺
其
夫
者
、
姦
婦
雄
不
知
情
、
絞
(
向
上
)
」
に
擬
さ
れ
て
い
た
。
王
保
は
謀
殺

の
従
犯
加
功
で
絞
が
相
首
と
さ
れ
て
い
る
が
、
逃
走
中
の
た
め
に
正
式
に
擬
罪
さ
れ
て
は
い
な
い
。

謀
殺
に
擬
し
た
理
由
と
し
て
は

「
陳
得

・
王
保
の
殺
人
は
、
均
し
く
姦
通
の
事
情
(
姦
情
)
の
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、

(

幻

)

そ
の
時
す
で
に
殺
人
の
謀
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
車
な
る
同
謀
共
殴
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
心
を
推
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人
致
死
(
自
殺
に
追
い
や
る
こ
と
)
で
さ
え
斬
に
坐
す
る
の
で
あ
る
。

(
叩
叫
)

擬
し
た
と
し
て
も
不
嘗
で
は
な
い
だ
ろ
う

」
と
述
べ
る
。

今

「姦
に
よ
る
威
逼

陳
得
ら
は
姦
に
よ

っ
て
夫
を
殺
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
罪
に

察
す
る
に
、

「
姦
情
」
が
な
さ
し
め
た
と
い
う
だ
け
で
計
霊
的
殺
人
と
断
定
す
る
の
は
、

あ
ま
り

説
得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
し
、
威
一過
人
致
死
の
量
刑
と
の
比
較
も
強
引
で
あ
ろ
う
。
巡
按
の
批
は
、

二
人
が
重
罪
を
犯
し
た
こ
と
は
認
め

「
た
だ
陳
得
の
本
来
の
意
圃
は
(
李
佐
を
)
殴
っ
て
(
古
同
氏
を
〉
奪
い
取
る
こ
と
で
あ
り
、
死
な
せ
る
気
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

(
鈎
〉

謀
殺
に
坐
す
る
の
は
過
重
で
は
な
レ
か
。
陳
得
が
も
し
謀
殺
で
な
け
れ
ば
、
高
氏
は
絞
に
擬
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
。

つ
つ
も
、

は
姦
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
故
な
し
と
し
な
い
。

批
駁
を
受
け
た
兵
備
道
で
は
、
確
か
に
前
擬
は
過
重
で
あ

っ
た
と
認
め
、
陳
得
を
故
殺
人
で
斬
と
し
、
高
氏
も
よ
り
軽
罪
に
改
め
た
。

(
叫
)

情

・
罪
と
も
安
嘗
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
し
て
い 「死

故
殺
に
改
擬
す
れ
ば

る。

こ
の
文
書
を
作
成
し
た
人
物
は

レ
っ
た
レ
故
殺
な
る
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
レ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
普
及
し
て
い

(

札

)

一
般
に
故
殺
は
殺
意
を
も

っ
て
人
を
殺
す
こ
と
で
、
も
う
少
し
巌
密
に
は
「
人
を
死
な
せ
る
こ
と
を
欲
し
た
」
貼
で
闘
殴
殺

た
律
註
で
は



と

(

必

〉

二
人
の
一
意
よ
り
出
た
」
黙
で
謀
殺
と
匡
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
基
本
的
な
定
義
が
、
了
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
。
こ
の

改
擬
に
射
す
る
巡
按
の
批
は
、
残
依
が
多
く
原
文
を
正
確
に
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
陳
得
を
故
殺
に
嘗
て
る
こ
と
に
異

を
唱
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
「
故
殺
は
こ
れ
謀
殺
と
等
し
き
の
み
」
と
い
う
一
句
は
、
お
そ
ら
く
同
じ
斬
罪
に
嘗
た
る
こ
と
に
不
満
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し

「
原
招
は
其
れ
た
だ
『
証
上
李
佐
、
打
他
一
頓
〈
李
佐
に
追
い
つ
い
て
一
夜
殴
っ
て
や
ろ
う
と
と
云
う
、

殴
な
り
」
と
い
う
の
は
、
本
来
の
意
圃
が
殺
害
で
は
な
く
殴
打
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
嗣
殴
及
故
殺
人
保
下
の
「
同
謀
共
殴
人
、

因
市
致
死
者
(
下
手
者
が
絞
、
元
謀
者
が
杖
一
百
流
三
千
里
)
」
あ
た
り
を
遁
嘗
と
示
唆
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

此
れ
謀

刑
罰
を
科
す
に
は
何
ら
か
の
律
あ
る
い
は
篠
例
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
形
式
上
、
必
ず
ど
の
律
例
を
用
い
る
か
と
い
う
問
題

に
掃
着
す
る
。
し
か
し
、
如
上
の
遣
り
取
り
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
賓
が
ど
の
律
の
ど
の
構
成
要
件
に
一
該
賞
す
る
と
い
っ
た
、
律
そ
の
も
の
の

論
理
に
卸
し
て
議
論
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
部
分
が
多
い
。
律
の
論
理
ら
し
き
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
普
遍
安
倍
同
性
は
甚

だ
疑
わ
し
い
。
特
に
兵
備
道
に
つ
い
て
言
え
ば
、

む
し
ろ
情
吠
か
ら
し
て
ど
の
程
度
の
刑
罰
が
安
嘗
と
い
う
推
算
が
先
に
あ
っ
て
、

そ
の
刑
罰
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を
科
す
こ
と
の
で
き
る
律
を
適
用
す
る
た
め
、
定
罪
の
根
擦
を
捜
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

謀
殺
・
故
殺
に
擬
す
る
に
嘗
た
っ
て
、
被
害
者
の
死
が
「
姦
に
よ
っ
て
」
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
再
三
強
調
し
て
い
る
の
は
、
我
々
の
常
識

か
ら
は
奇
妙
に
見
え
る
。
姦
通
の
事
寅
な
い
し
計
重
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
殺
意
や
殺
害
計
霊
を
生
む
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
姦
に
よ
っ
て
」
人
を
死
な
せ
る
の
が
こ
の
上
な
く
怪
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
極
刑
以
外
あ
り
得
な
い
と
の
剣
断
が
先
に
あ
っ
て
、

律
の
遁
用
が
後
か
ら
つ
い
て
き
た
と
す
れ
ば
、

理
解
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
少
な
く
と
も
殺
人
に
姦
通
が
絡
ん
で
い
る
場
合
、
南
者
を
結
び

附
け
て
罪
す
る
護
想
が
不
自
然
で
な
か
っ
た
の
は
、
律
に
「
姦
夫
謀
殺
親
夫
」
の
傑
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
兵
備
道
の
方
で

は
、
何
と
か
姦
通
と
殺
人
を
結
び
附
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
雨
者
が
結
び
附
い
た
律
は
謀
殺
と
威
一過
人
致
死
し
か
な
い
。
威
一通
人
致
死

(

m

M

)

 

で
な
い
こ
と
は
明
白
な
の
で
謀
殺
に
、
そ
れ
が
だ
め
な
ら
少
し
で
も
重
罪
に
嘗
て
る
べ
く
努
力
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
兵
備
道
の
議
論
が
嘗
時
に
あ
っ
て
必
ず
し
も
非
常
識
で
な
か
っ
た
の
は
、
最
初
の
逼
詳
を
受
け
て
、
巡
按
は
批
駁
し
た
も
の
の
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(
M
H
〉

巡
撫
は
認
可
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
巡
按
の
批
駁
も
、
犯
罪
の
構
成
要
件
か
ら
適
用
す
べ
き
律
を
考
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
見
ら
れ
る

が
、
謀
殺
で
は
「
、
過
重
で
あ
る
」
と
か
、
故
殺
で
は
「
謀
殺
と
等
し
」
い
と
か
、
情
紋
と
量
刑
を
直
結
さ
せ
る
護
想
も
同
じ
く
認
め
ら
れ
る
。

定
罪
の
根
援
に
つ
い
て
、
こ
の
案
件
に
携
わ
っ
た
人
々
が
、

た
ま
た
ま
突
出
し
て
あ
や
ふ
や
な
観
念
を
抱
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

し、
。

文
集
史
料
に
見
え
る
同
時
期
の
撫
按
の
批
で
も
、

重
要
と
見
た
事
寅
を
指
摘
し
た
だ
け
で
、

(

必

〉

「
罪
、
遣
に
止
ま
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
形
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
事
質
闘
係
か
ら
直
接
に
量
刑
を
導
き
出
す
論
法

原
擬
に
劃
す
る
不
満
は
、

た
だ
ち
に
「
量

に
徒
に
擬
す
る
や
」

は
、
特
に
珍
し
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
責
開
係
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
罰
が
結
び
つ
く
の
は
、
必
ず
し
も
恋
一
意
的
な
断
定
と
は
限

ら
ず
、
一
意
識
的
・
無
意
識
的
に
、
先
例
の
蓄
積
に
照
ら
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
悪
し
き
行
震
を
相
躍
の
刑
罰
に
正
確
に
劃
躍
さ
せ
る

(

必

)

こ
と
は
、
前
近
代
中
園
の
裁
判
で
は
常
に
主
要
な
闘
心
事
で
あ
り
、
質
際
の
裁
剣
業
務
が
、
類
似
の
先
例
と
の
均
衡
か
ら
刑
罰
の
安
嘗
性
を
測

る
作
業
に
な
る
の
は
、

ま
ず
一
貫
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
刑
罰
を
科
す
の
に
律
例
の
適
用
が
必
須
で
あ
る
以
上
、
科
す
べ
き
刑
罰
は
特
定
の
律
例
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
く
ら

- 50-

刑
罰
が
適
正
だ
と
思
わ
れ
で
も
、
犯
罪
の
構
成
要
件
と
律
例
と
が
懸
け
離
れ
て
い
て
は
不
都
合
で
あ
る
し
、
異
論
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
律
例

(

幻

)

の
論
理
に
印
し
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
律
例
の
論
理
に
聞
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
質
例
も
な
し
と
し
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
議

(

必

)

論
の
質
例
も
上
記
の
『
遼
槍
』
甲
・
日
・
臼
に
止
ま
ら
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、

議
論
の
土
蓋
と
な
る
べ
き
律
例
に
闘
す
る
共
通
理
解
の
程
度

が
、
寅
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。

『
遼
槍
』
甲
・
日
・
印
(
排
印
刷
〉
は
、
そ
の
一
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
報
告
書
の
日
附
は
寓
暦
二

O
年
三
月
。
扱
う
案
件
は
、

る
男
が
、
借
金
を
め
ぐ
る
誇
い
か
ら
弟
の
子
で
あ
る
高
長
蕎
に
罵
ら
れ
、
弟
の
妻
(
高
長
需
の
母
)
で
あ
る
秦
氏
に
殴
ら
れ
た
上
、
訴
訟
を
起

高
四
な

こ
し
た
と
こ
ろ
、
逆
に
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
反
訴
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
自
ら
結
死
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
自
在
州
が
巡

按
に
審
理
報
告
を
行
っ
て
、

そ
れ
が
批
駁
さ
れ
た
後
、
分
守
道
が
再
審
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
櫨
案
は
分
守
道
が
再
審
結
果
を
報
告
し
た
も
の

で
あ
る
。
自
在
州
の
原
擬
は
、
秦
氏
に
「
弟
妻
殴
夫
兄
興
夫
殴
同
罪
律
(
妻
妾
輿
夫
親
属
相
殿
〉
」
を
、
高
長
需
に
「
罵
兄
姉
者
伯
加
萱
等
律
(
罵



傘
長
〉
」
を
適
用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
劃
す
る
巡
按
の
批
は
、
「
招
に
よ
れ
ば
、
秦
氏
は
高
四
が
借
金
返
済
を
督
促
し
た
こ
と
か
ら
、
息

子
の
高
長
需
が
ま
ず
罵
り
、
そ
の
後
で
自
身
が
ハ
高
四
の
服
を
〉
引
き
裂
い
て
殴
り
、
ま
た
姦
涯
の
答
で
訴
え
、
そ
の
た
め
高
四
が
自
結
し
て

(
品
目
)

死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
罵
期
親
律
に
擬
し
た
だ
け
で
は
、
罪
を
牽
く
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
瞳
的
に
何
律
に
嘗
て

よ
と
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
高
四
の
死
を
二
人
の
行
篤
と
結
び
附
け
て
、

よ
り
重
罪
に
嘗
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
分
守
遣
の
再
審
の
結
果
は
、
事
質
認
定
も
擬
罪
も
基
本
的
に
自
在
州
の
原
擬
と
獲
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
巡
按
の
意
向
に
は
も
ち
ろ

ん
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
静
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
秦
氏
ら
の
行
魚
が
高
四
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
威
逼
期
親
傘
長
致
死
で
絞
に

嘗
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が

「
高
長
欝
は
高
四
の
卑
幼
で
あ
り
、
も
と
よ
り
威
逼
す
る
こ
と
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
秦
氏
は

「
情
状
は
威
逼
に
類
し
、
殴
傷
期
親
に
嘗
て
る
だ
け
で
は
、

り
、
や
は
り
威
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
調
べ
た
と
こ
ろ
致
命
的
な
重
傷
は
輿
与
え
て
い
な
い
。
も
し
(
威
逼
人
致
死
)
律
に
依
っ
て
較
に
擬
し
た

(

印

)

な
ら
ば
、
持
み
疑
う
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 ま

こ
と
に
罪
を
壷
く
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

た
だ
秦
氏
は
高
四
の
弟
の
妻
で
あ

- 51ー

卑
幼
が
隼
長
を
「
威
逼
」
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
設
が
、
分
守
道
の
主
た
る
論
擦
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
読
は
律
の
本
文

「
期
親
の
隼
長
を
威
逼
し
て
死
を
致
さ
し
む
る
者
(
威
這
人
致
死
〉
」
と
い
う
律
文
の
存
在
そ
の
も
の

に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。

と
矛
盾
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
律
の
威
逼
人
致
死
僚
に
明
記
さ
れ
て
い
る
針
象
親
族
は
期
親
以
下
で
あ
る
か
ら
、
期
親
よ
り
上
の
急
長
、

す
な
わ
ち
子
孫
が
租
父
母
・
父
母
を
、
妻
妾
が
夫
を
威
逼
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
説
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
し
、
貫
際
に
遅
く
と
も
嘉

(

日

)

靖
三

O
年
頃
に
は
成
立
し
て
い
る
。
祖
父
母

・
父
母
は
子
孫
を
、
夫
は
妻
妾
を
、
殴
る
こ
と
も
追
い
出
す
こ
と
も
死
な
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の

だ
か
ら
、
威
を
加
え
ら
れ
る
筈
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
は
期
親
よ
り
上
に
劃
す
る
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
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説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
記
さ
れ
て
い
る
期
親
以
下
に
敷
街
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
篠
例
に
よ
れ
ば
、
現
寅
に
は
子
孫
や
妻
妾
に

(

臼

)

よ
る
威
逼
致
死
も
あ
り
得
る
と
の
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
甥
や
弟
の
妻
に
よ
る
威
逼
致
死
が
あ
り
得
な
い
と
い
う
分
守
道
の
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説
明
は
、
営
時
の
裁
判
携
賞
者
の
共
通
理
解
に
則
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
分
守
道
の
擬
罪
は
、
そ
の
ま
ま
認
可
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
の
巡
按
は
上
記
の
説
明
に
納
得
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
雨
者
が
、
た
ま
た
ま
突
出
し
て
無
知
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
年
ば
か
り
後
の
鳳
陽
巡
撫
管
下
で
も
、
父
を
厚
罵

し
て
自
殺
に
追
い
や
っ
た
と
の
事
貫
認
定
を
な
さ
れ
た
男
が
お
り
、
豚
や
府
で
は
殴
律
に
擬
し
た
り
罵
晋
の
僚
を
引
い
た
り
右
往
左
往
し
て
い

た
が
、
買
は
『
問
刑
僚
例
』
に
「
父
母
を
威
一
過
し
て
死
を
致
さ
し
む
る
者
は
、
殴
る
者
の
律
に
比
依
す
」
と
レ
う
説
え
た
よ
う
な
俊
文
が
存
在

(

臼

〉

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
巡
撫
の
指
摘
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
し
い
。

律
の
解
四
梓
や
僚
例
の
知
識
に
お
い
て
、
裁
判
携
首
者
の
聞
で
格
差
が
あ
り
、
全
瞳
と
し
て
か
な
り
低
水
準
で
あ
っ
た
の
は
、
明
初
か
ら
こ
の

(
臼
)

時
期
に
至
る
ま
で
、
常
態
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
問
刑
官
が
「
律
例
を
諸
ん
ぜ
ず
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
時
に
は

(

防

)

そ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
全
く
具
瞳
性
を
歓
い
て
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
知
識
水
準
の
低
さ
に
鑑

法
司
官
に
つ
い
て
さ
え
、

あ
る
審
理
報
告
が
認
可
を
得
る
に
は
、
基
本
的
に
そ
の
時
の
審
査
携
嘗
者
が
納
得
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
携
嘗
外
の
者
の
支
持

- 52ー

み
て
、
文
字
ど
お
り
の
朕
態
を
表
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

を
得
る
必
要
は
な
い
。
従
っ
て
、
同
じ
時
期
の
同
じ
様
な
案
件
で
、
律
例
の
解
穣
や
適
用
、
が
異
な
っ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
審
査
が

一
回
限
り
で
あ
れ
ば
、
各
審
査
携
賞
者
が
も
っ
て
い
る
個
別
の
規
準
を
満
た
せ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
だ
が
賞
際
に
は
、
徒
罪
以
上
の
案

件
の
多
く
が
撫
按
通
行
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、

そ
う
で
あ
れ
ば
撫
按
隻
方
の
認
可
を
取
附
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
按
察
司
と
の
競
合
が
取
る

に
足
り
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
巡
撫
と
巡
按
の
競
合
は
別
で
あ
る
。
撫
按
の
批
答
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
時
の
こ
と
は
、
賓
際
に
論
議
の
的
に

(
白
山
)

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
賦
況
が
開
々
生
じ
、
そ
の
際
の
針
躍
が

一
律
に
定
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
撫
按
の
聞
で
折
り
合
い
が

つ
い
た
と
し
て
も
、
死
罪
の
場
合
は
中
央
で
の
審
査
も
あ
る
。
さ
ら
に
毎
年
の
曾
審
、

五
年
ご
と
の
差
官
審
録
が
あ
る
。

上
述
の
よ
う
な
知
識
・
理
解
の
共
有
賦
況
で
、
こ
れ
だ
け
重
層
的
な
審
査
制
度
が
行
わ
れ
た
の
で
は
、

に
、
遅
滞
と
混
凱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
細
か
い
黙
を
詮
索
せ
ず
、
誰
の
自
に
も
明
ら
か
な
よ
ほ
ど
の
不
正
を
、
高
に
一
つ
も

各
官
の
も
つ
規
準
が
食
い
違
う
度



摘
震
で
き
れ
ば
よ
い
と
の
姿
勢
に
徹
し
て
い
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
偲
に
も
一
貫
佳
の
あ
る
規
制
を
加
え
る
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
努
力
に
比

し
て
あ
ま
り
に
非
教
率
で
あ
る
。
し
か
し
、
撫
按
に
よ
る
一
定
以
上
の
重
罪
案
件
の
審
査
や
、
舎
審
・
差
官
審
録
と
い
っ
た
重
層
的
な
審
査
制

度
が
成
立
し
た
の
は
、
明
代
中
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
裁
判
機
構
を
積
極
的
に
規
制
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
規
制
す
る
た
め
の
基
盤
の
薄
弱
さ
が
顕
著
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
以
降
の
筈
で
あ
る
。
本
章
で
扱
っ
た
嘉
靖

・
寓

暦
期
に
は
、
統
制
の
基
盤
と
な
る
審
査
規
準
の
暖
昧
さ
が
、

お
そ
ら
く
不
都
合
を
生
じ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
改
善
さ
れ
な
い
賦
態
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
が
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
た
り
、

ま
し
て
具
瞳
的
な
改
善
策
が
取
ら
れ
た
り
す
る
に
は
、

そ
れ
な
り
の
時
聞
を
要
す
る
ば
か
り
で
な

く、

何
ら
か
の
契
機
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
示
唆
を
興
え
て
く
れ
る
の
が
、
次
に
取
り
上
げ
る
舎
審

・
差
官
審
録
の
制
度
で
あ

る。

在
外
審
録
制
度
が
も
た
ら
し
た
も
の
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在
外
舎
審
の
制
度
は
、
毎
年
、
各
巡
按
御
史
が
都
司

・
布
政
司
・
按
察
司
の
三
司
及
び
分
巡
・
分
守
の
南
道
と
曾
同
し
て
、
管
下
に
あ
る
問

刑
街
門
に
牧
監
中
の
罪
囚
を
審
録
(
再
審
)
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

成
化
初
年
ま
で
に
は
定
例
と
し
て
存
在
し
た
が
、

嘗
初
の
貫
施
朕
況

は
問
題
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
成
化
期
い
っ
ぱ
い
中
央
か
ら
の
挺
子
入
れ
と
細
部
の
調
整
が
績
け
ら
れ
た
末
、
弘
治
初
年
ま
で
に
制
度
的
確

(
閉
山
〉

立
に
至
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

曾
審
の
具
韓
的
な
手
績
き
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
史
料
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
時
期
的
な
相
違
ま
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
高
暦
二

(

日

山

)

(

回

〉

二
年
の
『
巡
方
総
約
』
は
次
の
よ
う
に
取
り
決
め
て
い
る
。

舎
審
に
先
だ
っ
て
、
関
係
各
衛
門
で
は
務
め
死
罪
か
ら
徒
罪
以
下
に
及
ぶ
牧
監
中
の
囚
犯
に
つ
い
て
必
要
事
項
を
記
し
た
朋
子
を
作
り
、
掌
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印
官
が
自
ら
確
認
し
て
お
く
よ
う
に
す
る
。
分
巡
遁

・
分
守
道
・
府
州
鯨
の
正
官
及
び
理
刑
査
盤
官
は
、
こ
の
「
囚
加
」
を
見
て
各
々
気
附
い
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た
貼
を
指
摘
・
癖
駁
し
、
別
の
茄
子
に
各
件
ご
と
の
「
審
語
」
を
記
入
す
る
。
巡
按
御
史
が
巡
回
し
て
来
る
と
、

を
即
日
呈
、
迭
し
て
参
聞
に
備
え
る
。

府
州
豚
の
掌
印
官
は
、

審
録
に
先
だ
っ
て
、

「審
録
加
」

と
各
官
の
審
語

審
録
す
べ
き
囚
犯
を
逐
一
自
ら
審
問
し
、

誰
そ
れ
は

「情

員
」
で
あ
る
、
誰
そ
れ
は
「
持
疑
」
で
あ
る
、

「
筋
柾
」
で
あ
る
と
類
別
し
て
、
審
語
を
記
し
て
お
く
。

「
情
員
」
で
異
議
申
し
立
て
が
な
く

「、途審
」
を
願
わ
ぬ
者
は
、
別
途
文
書
で
一
報
す
る
だ
け
で
、
身
柄
を
迭
る
こ
と
は
し
な
い
。

迭
審
す
る
。
審
録
す
べ
き
者
は
身
柄
を
引
き
出
し
、
誼
人
を
揃
え
、

「
情
員
」

で
も
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
れ
ば

い
ず
れ
も
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
審
録
の
前
日
に
身
柄
を

迭
り
、
時
聞
が
来
た
ら
順
次
審
問
に
興
ら
せ
る
。
筈
・
杖
の
囚
犯
や
、
重
罪
で
あ
っ
て
も
ま
だ
調
書
が
で
き
て
い
な
い
者
は
、
件
数
を
-記
し
て

報
告
す
る
だ
け
で
、
迭
審
の
必
要
は
な
い。

準
備
書
類
で
あ
る
囚
加
と
審
録
加
は
、
同

一
の
も
の
か
別
の
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
内
容
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
囚

加
は
、
死
罪
の
者
に
つ

い
て

「
倶
に
原
護
及
び
郷
佑
地
方
の
呈
朕
を
備
抄
」
し
、
充
軍
の
者
も
「
亦
た
全
招
を
具
す
」
と
な

っ
て
い
る
か
ら
、

原
招
を
含
む
も
と
の
報
告
書
が
そ
っ
く
り
流
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

巡
按
御
史
に
よ
る
舎
審
は
、

そ
う
し
た
文
書
と
、
道
以
下
各
官
が
そ
れ
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に
附
し
た
審
語
と
を
参
照
し
な
が
ら
、
囚
犯
と
誼
人
を
審
問
す
る
と
い
う
手
績
き
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
舎
審
と
は
、
原
招
の
内
容
を
囚
犯
本

人
と
誼
人
と
を
前
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

府
州
鯨
掌
印
官
は
、
こ
の
手
績
き
を
珠
備
的
に
行

っ
た
上
、

「
情
員
」

「
持
疑
」

「酷
在
」
の
各
範
暗
に
分
類
し
て
お
く
こ
と
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
。

「
情
員
」
と
い
う
の
は
、
事
貫
関
係
に
間
違
い
が
な
く
、
定
罪
も
適
嘗
で
あ
る
こ
と
。

「
情
員
事
貫
」

「
情
員
罪
嘗
」
な
ど
と
熟
し

「
持
」
と
「
疑
」
と
は
別
概
念
で
、
情
肢
に
酌
量
す
べ
き
貼

が
あ
る

(情
有
可
払
む
、
な
い
し
は
事
質
開
係
や
擬
罪
に
疑
う
べ
き
貼
が
あ
る

(
罪
有
可
疑
)
と
い
う
の
が
正
確
な
意
味
用
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

(
印
〉

る
が
、
貫
際
に
は
「
情
可
持
疑
」

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
、
通
常
こ
れ
と
封
を
な
す
の
が

「持
疑
」
で
あ
る
。

「
情
罪
可
疑
」

な
ど
と
混
用
さ
れ
て
い
る
。

「
腐
在
」
は
明
ら
か
な
誤
審
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
範
障
は
、

「
情
員
」
で
あ
れ
ば
原
審
を
承
認
、
「
持
疑
」
で
あ
れ
ば
再
審
理
を
命
じ
る
か
、

減
刑
を
奏

般
に
審
録
の
剣
定
結
果
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
、

(

日

)

請
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
剣
定
の
原
案
ま
で
府
州
蘇
の
掌
印
官
、が
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
地
方
官
の
在
任
期
聞
は
普
通
数
年
に
亙
る
。
舎
審
は
毎
年
行
わ
れ
る
の
で
、
新
任
官
が
前
任
者
の
審
理
し
た
囚
犯

を
扱
う
よ
り
も
、
同
じ
府
州
豚
官
が
前
年
に
自
分
で
審
理
し
た
囚
犯
を
扱
う
方
が
、
ず
っ
と
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
審
録
で
護
見
さ
れ
た
誤

(

臼

)

審
は
慮
罰
の
封
象
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
審
録
の
お
膳
立
て
を
す
べ
て
整
え
る
者
が
、
自
分
自
身
の
過
ち
を
さ
ら
け
出
す
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
最
大
限
の
善
意
を
期
待
す
る
と
し
て
も
、
ご
く
最
近
自
分
が
行
っ
た
審
理
の
過
程
を
手
短
か
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
誤

り
が
護
見
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
、
巡
按
御
史
を
中
心
と
す
る
正
規
の
措
賞
者
が
濁
自
に
剣
定
す
る
の
で
あ
る
が
、

(

臼

)

所
、
止
だ
二
、
三
日
」
と
い
う
遁
密
な
日
程
に
追
わ
れ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
時
日
で
多
く
の
囚
犯
を
再
審
す
る
た
め
に
は
、
府
州
勝
官
の
準
備

し
た
書
類
や
知
見
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
曾
審
で
扱
う
よ
う
な
重
罪
犯
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
す
で
に
巡
按
御

巡
按
御
史
は
「
巡
歴
し
て
在
る

史
が
報
告
を
受
け
て
い
て
、
認
可
も
済
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
燦
件
下
で
行
わ
れ
る
審
録
に
、

ど
れ
だ
け
の
成
果
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
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台、

し
か
し
な
が
ら
、
僅
か
に
残
っ
て
い
る
質
際
に
行
わ
れ
た
舎
審
の
記
録
を
見
る
と
、
こ
う
し
た
疑
問
は
嘗
た
ら
な
い
。
東
京
大
事
東
洋
文
化

(

臼

〉

研
究
所
に
『
明
嘉
靖
三
十
四
年
案
巻
』
の
書
名
で
所
離
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、

お
そ
ら
く
舎
審
で
用
い
ら
れ
た
原
文
書
で
あ
る
。

全
二
六
葉

(
ほ
と
ん
ど
白
紙
の
も
の
も
含
む
〉
で
、
断
片
の
集
積
で
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
同
一
文
書
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。

一
人
に
つ
き
一
件
に
ま
と
め
ら
れ
た
記
載
の
連
績
で
、
残
H

献
の
差
は
大
き
い
が
、
全
部
で
一
四
件
が
確
認
さ
れ
る
(
表
参
照
)
。
各
件
の
書
式

は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
細
か
い
差
異
は
あ
る
。
残
存
す
る
末
尾
部
分
は
み
な
「
前
件

一該吏

O
O」
と
膏
吏
の
名
で
終
わ
っ
て
い
る
の

で
、
携
品
回
国
し
た
膏
吏
に
よ
る
違
い
で
あ
ろ
う
。

各
件
で
扱
う
人
物
は
、

確
認
で
き
る
限
り
み
な
牧
監
中
の
炊
態
に
あ
る
ら
し
く

「
今
蒙
舎

審
、
開
招
罪
犯
(
第
二
件
)
」

「
今
蒙
審
録
、
見
監
犯
人
萱
名
李
興
可
(
第
二
二
件
)
」
と
い
っ
た
語
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

曾
審
の
準
備
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書
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
六
葉
は
、
紙
の
中
央
に
「
嘉
靖
参
拾
建
年
拾
月

〈

臼

)

と
だ
け
あ
る
。
槍
案
の
他
の
部
分
と
、
一
該
賞
す
る
地
方
志
の
記
載
か
ら
、
府
は
西
安
府
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
原
形
は
茄
子
瞳
で
、
第
二

日

知
府
陳
天
枯
」
、

そ
の
左
下
に
「
典
吏
馬
〈
下
鉄
)
」
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表
東
大
東
文
研
磁
『
明
嘉
靖
三
十
四
年
案
巻
』
案
件
内
-
謬

番

銃

一

葉

数

③

一

囚

犯

名

一

量

刑

一

こ

れ

ま

で

に

興

っ

た

審

録

の

主

一催
者
一
現
在
の
壬
借
金
、
進
行
朕
況

一重
墨
付
帯
~

巴

ー
一

I

I
I-一

il
一
一

J
j
r甲
山

沖

吋

|

一

言

奇

広

一

審

湖

o
E

に「一
j
r
f円
ー直

ιゆ
味
津
ば
長
崎
f
-
1
3
1£
h

一円

③
一
五
、

三

一
口
良
能
一
絞
一
巡
菜
、
陳
郎
中
、
巡
按
吉
・

浦

|

記
和
、
配
民
|

|

)

一。

@

一

六

一

口
仁

一
絞

一

暴

露

喜

)
巡
按
程
(
後
飲

)

z

j

円

配

岡

弘

仇

刊

|
τ

利
子
|

二
七

l
一引

I
Z
-
-
i
t
!

」
?
司
2
2
i
k
-
i

国
人
門
出
目
J

同
日
凶
民
同

一一LZ
E
E
-

⑦

τ
o、
二
、
二
一

一
胡
皐

一
絞

一

巡

按

盛

・

程
、
陳
郎
中
、

巡
按
挑

・
士口

・
浦

一
告
赴
本
院
、
批
夜
威
寧
勝
、
監
侯

一
鹿
薦
問

③
一

三
、
=
一
、
一
四

一
徐
弼

玄

直

々

四

ー川

直

一

岡

田
沖

吟

ι山
(
後
飲
)
一
告

赴

本

院

、

批

護

憲

、

震

直

l
j

⑨
一

一四

一
王
良
臣
一

?

一
?

一
?

一
9

⑮

τ五

一
?

一
絞

一
(
前
歓
)
巡
按
挑

・
吉
・
浦

・
本
院

一
時
詳
未
示
、
監

候

一

越

相

⑪
一
一
七
、
一
八
、
一
九
、
二

O
一
整
然
一
杖
八
十
一
な
し

一
申
本
道
未
示
@

一
潜
節

⑫

一
二一一

一
口
仲
匡

一
?

7

7

7

⑬

一
二
三

一
李
輿
可
一
杖
一
百
一
?

一
監
迫
未
完

一
葦
言

⑬
一

一一五

一

劉

景

春

一

?

一

?

一

?

一
?

@

現
在
、
別
紙
に
貼
っ
て
朋
子
に
し
て
あ
る
が
、
元
々
裏
表
で

一
葉
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
各
頁
を
一
葉
と
数
え
る
。

⑤

死

刑
で
あ
る
こ
と
は
閲
濯
い
な
い
が
、

絞

・
斬
・
凌
還
庭
死
の
医
別
が
わ
か
ら
な
い
も
の
。

①

現
巡
按
御
史
を
指
す
。

@
商
洛
道
を
指
す
。
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六
葉
が
末
葉
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
は
、
映
西
巡
按
御
史
の
舎
審
に
備
え
て
、

る。

西
安
知
府
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
審
録
加
と
見
ら
れ

内
容
を
検
討
す
る
た
め
、

ほ
ぼ
全
文
が
残
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
第
七
件
を
例
に
取
り
、
以
下
に
引
用
す
る
〈
標
黙
は
筆
者
に
よ
る
〉
。

萱
名
拐
事
、
係
鳳
朔
府
賓
難
問
榔
務
本
里
人
、
招
稽
:
:
:
(
胡
撃
が
口
論
の
末
に
人
を
殴
り
殺
し
、
自
殺
に
見
せ
か
け
よ
う
と
し
た
顛
末
を

記
す
〉
・
:
:
屍
親
王
氏
賂
情
赴
分
守
遁
告
、
批
本
府
呂
推
官
、
行
岐
山
鯨
審
検
員
情
、
問
擬
拳
闘
殴
殺
人
絞
罪
、
魯
経
等
徒
杖
罪
名
、
招

申
詳
允
、
蒙

巡
按
盛
老
参
舎
審
、
情
具
、
韓
詳
、
奉
有
決
車
、
蒙

巡
按
程
老
参
曾
審
、
情
員
、
瑳
布
政
司
監
候
、
蒙

審
録
陳
郎
中
老
参
井

巡
按
挑
老
参
節
審
、
情
員
、
蒙

巡
按
吉
老
参
舎
審
、
情
員
、
押
赴
市
曹
、
稽
寛
放
回
、
蒙

巡
按
浦
老
参
曾
審
、
情
員
、
押
赴
市
曹
、
臨
刑
放
回
、
下
女

審
決
問
、
事
興
同
監
重
犯
任
邦
寵
、
具
告

本
院
、
批
司
議
護
威
寧
豚
監
候
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前
件

一
該
吏
鹿
高
湖

冒
頭
か
ら
「
招
稽
」
以
下
の
省
略
し
た
部
分
は
、
通
常
の
招
の
事
貧
認
定
部
分
の
書
式
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
胡
事
一
人
に
つ

い
て
記
し
て
お
り
、
同
じ
案
件
で
徒
・
杖
に
擬
さ
れ
た
魯
経
等
の
こ
と
は
取
り
上
げ
な
い
。
胡
撃
は
闘
殴
殺
人
で
絞
に
擬
さ
れ
、
「
招
申
詳

允
」
す
な
わ
ち
上
申
し
て
認
可
を
得
た
。
そ
の
後
、
巡
按
盛
某
に
よ
る
曾
審
で
情
員
と
認
定
さ
れ
、
中
央
に
上
申
さ
れ
て
「
決
箪
」
す
な
わ
ち

〈

邸

)

執
行
許
可
書
を
得
た
。
こ
こ
ま
で
は
順
嘗
な
手
績
き
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
刑
が
執
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
、
巡
按
程
某
の
曾

269 
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審
に
興
っ
て
お
り
、

ま
た
も
情
員
と
さ
れ
な
が
ら
布
政
司
に
逸
ら
れ
て
監
候
、

次
に
刑
部
郎
中
主
催
の
差
官
審
録
と
巡
按
の
曾
審
に
輿
り
情

員、

も
う

一
度
巡
按
に
よ
る
曾
審
で
情
員
と
さ
れ
、

よ
う
や
く
執
行
さ
れ
る
の
か
と
思
え
ば
、

「
寛
を
稽
し
て
」
停
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

も
う
一
度
繰
り
返
し
た
後
、
次
の
曾
審
ま
で
の
聞
に
、
同
監
の
重
犯
と
「
本
院
(
巡
按
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
と
に
訴
え
、
威
寧
豚
に
迭
ら
れ
て
監

候
。
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
に
至
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
先
延
ば
し
の
連
績
は
、
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
同
じ
史
料
の
う
ち
、
第
一
件
で
最
低
四
回
、
第
二
件
で

六
回
、
第
三
件
で
四
回
、
第
六
件
で
六
回
、
第
八
件
で
お
そ
ら
く
八
回
、
第
一

O
件
で
最
低
四
回
の
曾
審
ま
た
は
差
官
審
録
の
貫
施
が
確
認
さ

れ
る
。

上
記
の
胡
皐
な
る
囚
犯
は
、
六
回
も
の
審
録
で
一
度
と
し
て
衿
疑
の
剣
定
さ
え
受
け
て
い
な
い
が
、
他
の
件
で
も
、
第
二・

六
・
一

O

件
で
途
中
一
回
ず
つ
再
審
理
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
除
き
、
す
べ
て
情
員
の
連
績
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
慮
決
に
至
る
手
績
き
が
遅

々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
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こ
れ
に
は
こ
の
時
期
の
特
殊
事
情
も
、
あ
る
程
度
関
係
し
て
い
よ
う
。
嘉
靖
一
帝
は
一
時
期
か
ら
道
教
に
耽
溺
し
て
、
こ
と
あ
る
度
に
刑
の
執

(

m

w

)

(

伺
)

行
停
止
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
嘉
靖
三
四
年
の
時
貼
で
は
、
何
年
も
連
渡
し
て
慮
刑
が
停
止
さ
れ
て
い
た
と
は
見
ら
れ
な
い

し
、
ま
し
て
決
患
が
出
た
の
は
皇
帝
の
認
可
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
決
阜
を
受
け
て
か
ら
延
々
と
執
行
に
至
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
第
一

O
件
な
ど
は
碍
詳
か
ら
決
畢
を
得
る
ま
で
に
時
聞
が
か
か
っ
た
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、
第
一

・
第
八
件
は
第
七
件
同
様
、
早
い
段
階

で
決
単
を
受
け
、
舎
審
で
情
員
の
判
定
を
重
ね
な
が
ら
慮
決
さ
れ
て
い
な
い
。

(

的

)

明
律
で
は
、
死
刑
執
行
は
執
行
許
可
を
受
け
た
三
日
後
と
定
め
、
慮
刑
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
慮
罰
の
封
象
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

ま
ず
京

期
日
，と
お
り
に
慮
刑
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
ろ
う。

(
叩
)

布

・
按
三
司
及
び
分
巡

・
分
守
道
と
舎
審
し
て
虚
決
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
舎
審
制
度
成
立
の
時
期
に
嘗
た
り
、
罪
囚
審
録
と
決

師
以
外
の
地
方
で
は

弘
治
二
年
に
は

在
外
の
死
罪
囚
犯
は

巡
按
御
史
が
都

囚
と
を
兼
ね
て
行
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
巡
按
御
史
は
一
年
の
任
期
中
に
辛
う
じ
て
管
下
を
一
巡
し
て
い
る
の
で
、
慮
決
の
時
日
は

巡
回
の
日
程
に
左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
慮
決
の
前
に
舎
審
に
興
る
の
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
決
皐
を
受
け
て
い
て
も
、
逆
鱒
の
可
能
性
は
あ
る
。



(

九

〉

さ
ら
に
、
刑
に
臨
ん
で
寛
罪
を
叫
べ
ば
、
再
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
再
審
理
に
は
あ
る
程
度
時
聞
が
か
か
る
の
で
、

た
と
え
無
菟

(

冗

〉

と
さ
れ
て
も
、
慮
決
は
少
な
く
と
も
次
の
舎
審
ま
で
延
び
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
毎
年
死
刑
に
臨
む
度
に
寛
罪
を
鳴
ら
す
者
が
お
り
、
上
記

(

河

)

の
胡
皐
は
こ
れ
を
二
度
行
っ
て
い
る
が
、
寅
際
の
と
こ
ろ
、
回
数
の
限
度
を
定
め
た
規
定
は
見
蛍
た
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
で
に
決
畢
を
受
け
た
囚
犯
に
つ
い
て
、
曾
審
の
上
で
慮
決
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
囚
犯
が
慮
決
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
、
責
質
的
に
巡
按
の
剣
断
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
持
疑
と
す
る
理
由
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
昆
決
を
命
じ
る
確
信
も
な
い
の
で
、
判
断
を

保
留
し
た
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
是
が
非
で
も
断
を
下
す
よ
う
迫
る
規
制
は
、
貫
際
上
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
死
刑
以

(

九

)

し
ば
し
ば
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
死
罪
の
囚
犯
を
速
や
か
に
慮
刑
せ
よ
と
の
命
令

外
の
刑
の
執
行
を
放
な
く
遅
ら
せ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、

は
稀
で
あ
る
。
清
代
の
秋
審
で
は
、

〈
符
)

年
回
し
と
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
こ
う
し
た
措
置
が
ま
だ
制
度
的
に
は
確
立
し
て
い
な
い
が
、
慣
行
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

(
市
川
〉

張
居
正
執
政
期
に
は
、
死
刑
執
行
を
巌
正
に
行
う
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
蔦
暦
一
帝
や
皇
太
后
が
乗
り
気
で
な
い
上
、
「
各
巡

(

作

)

按
御
史
、
こ
と
さ
ら
に
明
旨
に
遣
い
、
竪
く
宿
弊
を
踏
む
」
と
言
わ
れ
る
有
り
様
で
、
こ
の
時
期
で
さ
え
賞
施
朕
況
は
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ

(
刊
川
)

た
。
寓
暦
牟
ば
の
時
期
で
は
、
強
盗
に
代
表
さ
れ
る
一
部
の
重
大
犯
罪
以
外
、
む
し
ろ
敢
え
て
慮
刑
し
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
寓
暦

「
情
寅
」
と
「
可
持
」
の
中
聞
に
「
緩
決
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
し
、
情
賞
で
も
勾
決
を
売
れ
た
者
は
翌
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一
八
年
に
呂
坤
が
山
西
で
審
録
を
行
っ
た
際
に
は
、
決
皐
を
受
け
た
者
・
轄
詳
し
て
決
車
を
請
求
中
の
者
・
情
員
で
轄
詳
以
前
の
者
が
千
三
百

(
河
)

人
徐
り
、
五
十
五
年
開
慮
決
さ
れ
て
い
な
い
者
も
あ
り
、
強
盗
で
さ
え
三
J
五
年
慮
決
さ
れ
て
い
な
い
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
巌
格
に
慮
刑
を
敢
行
せ
よ
と
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
日
坤
は
む
し
ろ
膨
大
な
量
に
上
る
囚
糧
の
調
達
方
法
を
講
じ
て
い
る
。
未
決
の
死
罪

囚
の
累
積
は
、
動
か
し
難
い
現
賓
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

獄
中
に
何
年
も
拘
束
さ
れ
績
け
る
の
は
、
死
罪
囚
ば
か
り
で
は
な
い
。
追
徴
す
べ
き
賜
物
な
ど
が
あ
る
場
合
、
も
っ
と
軽
い
罪
で
も
完
済
す

(

別

)

る
ま
で
拘
束
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
監
遁
」
と
言
う
。
死
す
べ
き
罪
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
償
還
が
済
ま
な
い
た
め
獄
死
の
運
命
に
さ
ら

(

但

〉

し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

271 

さ
れ
た
囚
犯
の
扱
い
は
、
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こ
れ
ら
の
囚
犯
は
、
獄
内
で
自
然
死
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
は
生
き
延
び
て
、
定
期
的
に
審
録
に
興
る
。

つ
ま

り
、
同
じ
囚
犯
が
何
年
に
も
亙
り
、
何
度
も
審
録
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
清
代
の
秋
審
で
も
、
と
り
あ
え
ず
慮
決
を
売
れ
た
死
罪
囚
は
、
繰

り
返
し
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
緩
決
が
績
け
ば
可
持
に
入
れ
ら
れ
減
刑
さ
れ
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
そ
う
し

た
慣
例
が
未
成
立
で
、
政
治
的
方
針
に
よ
っ
て
は
原
則
ど
お
り
慮
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
寅
際
に
何
度
も
審
録

に
興
っ
て
い
れ
ば
、

そ
の
う
ち
に
減
刑
さ
れ
る
可
能
性
は
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

巡
按
は
原
則
と
し
て
毎
年
交
代
す
る
が
、
何
年
も
監
候
の
吠
態
が
績
け
ば
、
そ
の
聞
に
府
州
豚
官
も
交
代
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
審
理
を
措

賞
し
た
府
州
瞬
掌
印
官
が
、
同
じ
案
件
の
審
録
を
準
備
す
る
割
合
は
下
が
る
。
い
わ
ゆ
る
「
成
案
に
拘
泥
す
る
」
こ
と
の
な
い
第
三
者
の
目
で

(

位

)

(

邸

)

案
件
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
車
に
年
月
を
経
た
と
い
う
だ
け
で
剣
決
に
確
信
が
も
て
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ

て
、
府
州
豚
掌
印

官
が
自
ら
管
轄
す
る
囚
犯
の
中
に
持
疑
や
肪
在
を
少
な
か
ら
ず
見
出
す
の
も
、
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

「
他
刑
官
」
が
ど
れ
だ
け
「
卒
反
」
を
行
い

理
論
上
は
、
審
録
の
結
果
が
全
員
情
員
で
あ
っ

た
と
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
審
録
と
は
あ
く
ま
で
も

「
岨
刑
」
の
奉
で
あ
り
、

(

創

出

)

「生
全
」
を
遂
げ
た
か
が
成
果
と
み
な
さ
れ
、
稿
揚
さ
れ
る
。
質
際
問
題
と
し
て
、

あ
る
程
度
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の
持
疑
・
肪
在
を
指
摘
し
な
い
で
は
、
能
力
・
熱
意
を
疑
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
審
録
の
剣
定
結
果
は
、
無
保
件
で
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
上
奏
さ
れ
た
後
で
在
京
法
司
の
審
査
を
受
け
る
の
で
、
剣
定
の
根
擦
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

舎
審
の
結
果
は

一
衣
的
に
は
各
囚
犯
に
剣
定
を
附
し
て
い
く
形
で
記
録
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
呉
亮
『
止
園
集
』
各
二
五

・
二
六
に
「
朔

巡
誠
書
」
と
し
て
牧
め
る
の
は
、
北
直
隷
巡
按
御
史
と
し
て
行
っ
た
曾
審
の
記
録
で
あ
る
が
、

と
見
出
し
を
掲
げ
た
後
に
「
前
件
、
舎
審
得
:
・
:
」
と
し
て
「
貌
洪
は
些
細
な
腹
立
ち
か
ら
殺
意
を
起
こ
し
、
子
を
狙
っ
て
そ
の
父
親
に
嘗
て

(
肪
)

て
し
ま

っ
た
。
誤
殺
で
は
あ
る
が
情
況
に
開
遣
い
は
な
い
。
放
に
斬
に
論
じ
て
不
嘗
で
は
な
い
」
な
ど
と
短
い
論
評
を
加
え
、

「
固
監
候
決
」
を
命
じ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
情
員
と
判
定
さ
れ
た
も
の
が
匪
倒
的
に
多
い
中
、

二
起
、

万
傷
人
命
事
。
斬
罪

親
洪
」
な
ど

「
監
決
」
な
ど

と
措
置
を
定
め
る。

「
監
決
」

「終
に
持
む
ベ

き
に
属
す
」
と
し
て
「
監
候
、
奏
請
定
奪
」
と
し
た
り

「巡
口
道
細
究
速
報
せ
よ
」
と
命
じ
た
り
し
た
も
の
が
混
在
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く



審
理
を
行
っ
た
順
に
列
べ
て
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
携
首
者
自
身
の
た
め
の
記
録
で
あ
り
、
審
査
を
前
提
と
し
た
結
果
報
告
で

今
A

h

h

ム、。

t
T
L
 

(
田
山
)

結
果
報
告
は
も
ち
ろ
ん
き
ち
ん
と
し
た
上
奏
文
の
形
を
取
る
。
刊
本
の
『
菰
獄
稿
』
五
巻
は
差
官
審
錬
の
報
告
書
で
あ
る
。
差
官
審
録
は
欽

差
官
が
加
わ
る
だ
け
で
曾
審
と
同
様
の
制
度
な
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
史
料
を
代
表
と
し
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
史
料
は
、
嘉
靖
九
年
に
命

〈

出

町

)

(

凶

山

)

じ
ら
れ
て
江
南
九
府
一
州
で
罪
囚
審
録
を
行
っ
た
刑
部
署
郎
中
腰
槙
の
報
告
書
で
あ
る
。
情
員
の
も
の
に
つ
い
て
は
事
情
を
俸
え
る
ま
で
も
な

そ
れ
以
外
を
「
可
持
」
「
庸
柾
」
及
び
「
例
と
し
て
奏
請
す
べ
き
者
」
の
各
範
暗
に
分
け
て
記
す
。
各
囚
犯

が
犯
し
た
と
さ
れ
る
罪
肢
を
要
約
し
た
後
、
「
舎
審
得
:
:
:
」
と
し
て
剣
定
の
根
擦
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
闘
殴
殺
に
問
わ
れ

た
沈
克
賢
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
と
争
い
は
し
た
が
殴
っ
て
い
な
い
と
い
う
沈
自
身
の
答
捧
も
、
牛
に
乗
っ
て
蹟
い
て
死
ん
だ
と
す
る

里
老
等
の
初
勘
も
、
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、

い
の
で
す
べ
て
省
き
、

「
可
疑
」

た
だ
、
原
招
に
よ
れ
ば
、
沈
克
賢
は
殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
竹
棒
で
打
っ
た
り
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
屍
憧
の
傷
は
多
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
、
な
ぜ
後
の
検
死
で
は
傷
痕
が
二
箇
所
だ
け
な
の
か
。
ま
し
て
裁
剣
は
始
め
か
ら
恨
み
を
も
っ
者
の
謹
言
に
支
え
ら
れ
、
衆
人

の
確
誼
を
得
て
い
な
い
。
王
安
寧
が
噴
い
て
死
ん
だ
と
す
る
初
勘
の
言
葉
ど
お
り
か
ど
う
か
も
、
や
は
り
わ
か
ら
ず
、
法
と
し
て
寛
罪
に

(
関
)

つ
ま
る
と
こ
ろ
朕
況
は
疑
わ
し
い
。

- 61ー

は
改
め
難
い
が
、

と
し
て
お
り
、
強
盗
の
富
主
遁
意
に
問
わ
れ
た
翁
昌
な
る
者
に
つ
い
て
は
、

翁
昌
は
た
だ
事
情
を
知
り
つ
つ
分
け
前
に
興
っ
た
だ
け
で
、
造
意
で
は
な
い
し
、
ま
た
共
謀
も
し
て
い
な
い
。
前
の
罪
に
擬
し
た
の
で
は

律
と
合
わ
な
い
。
「
知
情
受
寄
」
の
罪
名
を
除
い
て
、
「
知
強
盗
後
而
分
賊
、
計
所
分
臓
、
准
嬬
盗
篤
従
論
、
一
百
二
十
貫
、
減
一
等
克
刺
」

(
卯
)

一
律
に
二
等
を
減
じ
て
杖
八
十
徒
二
年
に
改
擬
す
る
。

律
(
盗
賊
禽
主
)
で
杖
一
百
徒
三
年
、
大
詰
及
び
思
例
に
遇
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

と
し
て
い
る
。
前
章
で
見
た
審
理
報
告

へ
の
批
答
と
比
べ
て
、
剣
断
の
根
擦
や
改
擬
案
が
理
路
整
然
と
提
示
さ
れ
て
い
る
。
時
代
は
少
し
下
る

(

況

)

が、

郁
彪
佳
が
蘇
松
等
慮
巡
按
御
史
と
し
て
行
っ
た
舎
審
の
結
果
報
告
も
同
様
の
形
式
で
あ
る
。
ま
ず
標
準
的
な
書
式
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
審
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録
の
報
告
は
た
だ
の
批
答
と
は
遣
っ
て
、
そ
れ
自
盤
が
審
査
の
封
象
と
な
る
の
で
、
陵
昧
な
表
現
は
許
さ
れ
な
い
。
法
司
を
納
得
さ
せ
な
け
れ

ば
、
駁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
張
居
正
期
に
は
、
審
録
に
射
す
る
規
制
も
強
化
さ
れ
た
よ
う
で
、
高
暦
五
年
六
月
に
は
、
審
録
官
が
「
軽
値
の
名
を
治
る
」
ば
か
り
で

(
幻
)

「
狩
疑
と
稿
す
る
も
の
に
、
い
ず
れ
も
持
む
べ
き
事
情
、
疑
う
べ
き
痕
跡
が
見
え
な
い
」
と
叱
責
す
る
上
誌
が
刑
部
に
下
さ
れ
、
七
月
に
は
、

(
m
m
)
 

法
司
が
議
覆
し
た

「依
准
・
改
駁
の
件
数
の
多
寡
」
に
よ
っ
て
、
審
録
官
の
勤
務
評
定
を
行
う
と
の
決
定
が
見
ら
れ
る
。
「
依
准

・
改
駁
」
の

数
、
開
ち
審
録
結
果
が
ど
れ
だ
け
認
可
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
考
課
を
行
う
と
い
う
の
は
、
嘗
時
推
進
中
の
考
成
法
の

一
環
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。考

成
法
一
般
の
行
方
に
鑑
み
て
、
こ
の
考
課
法
も
張
居
正
期
を
除
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
審
録
官
の
剣
定
の
規

(
川
田
)

準
が
暖
昧
で
あ

っ
た
場
合
、
法
司
が
論
駁
す
る
こ
と
自
瞳
は
嘉
靖
期
に
も
確
か
に
行
わ
れ
て
い
る
。
事
r

貫
関
係
の
評
慣
に
せ
よ
適
用
す
る
律
の

ど
で
は
な
い
の
で
「
情

持
疑
す
べ
き
の
事
例
に
比
照
し
て
」
充
軍
に
、

一
定
の
事
情
は
酌
量
で
き
る
が
克
科
を
認
め
得
る
ほ

(

M

N

)

 

と
か
い
っ
た
判
断
を
示
す
題
覆
が
見
ら
れ
る
。
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解
津
に
せ
よ
、
具
瞳
的
に
指
摘
し
て
、
こ
れ
は
情
員
で
あ
っ
て

「軽
諮
」
し
難
い
と
か
、

曾
審
・
差
官
審
録
は

い
わ
ば
審
理
結
果
に
射
す
る
「
審
査
の
審
査
」
を
制
度
化
し
た
も
の
と
言
え
る
。
他
の
官
僚
が
定
め
た
剣
決
の
問
題

黙
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
指
摘
自
盟
が
審
査
の
針
象
に
な
る
。
従
っ
て
、
明
快
で
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
必
要
に
な
る
。
読

得
力
を
生
む
ゆ
え
ん
は
、
誰
に
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
明
確
な
論
理
・
客
観
的
な
規
準
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
屍
瞳
の
傷
痕
と
供
述
が
合
わ
な
い

と
い
っ
た
事
寅
関
係
の
不
整
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
律
例
の
適
用
と
い
っ
た
技
術
論
的
な
問
題
に
な
る
と
、
あ
る
程
度
の
知
識

・
理
解
の
共

有
が
前
提
と
な
る
。
そ
う
し
た
知
識
・
理
解
の
基
盤
の
薄
弱
さ
は
、
重
罪
案
件
の
審
理
結
果
を

一
度
に
数
多
く
、

し
か
も
批
判
的
に
審
査
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
。

(

%

)

 

雁
横
は
こ
の
審
鋒
の
後
、
他
の
刑
部
官
と
連
名
で
上
奏
を
行
っ
た
。
彼
ら
は
千
里
位
の
罪
囚
を
扱
っ
た
結
果
、
多
く
の
問
題
貼
を
護
見
し
た

と
述
べ
、

一
七
項
目
を
列
記
し
て
い
る
。
例
え
ば

「籍
盗
の
賊
に
准
ず
」
と
い
う
場
合
、

ご

主

の
重
き
(
被
害
額
最
高
の
者

一
人
ど
に
つ
い
て



「
併
論
(
加
害
者
全
員
を
各
々
一
線
額
に
制
到
す
る
罪
に
問
う
ど
す
る
だ
け
で
あ
り
、
徐
罪
は
計
算
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
被
害
者
全
員

の
被
害
糟
額
を
通
計
し
て
併
論
し
、
杖
罪
の
と
こ
ろ
を
徒
罪
に
す
る
者
が
あ
る
と
か
、

「
受
罪
在
法
」
と
は
財
を
受
け
て
法
を
曲
げ
た
場
合
に

つ
い
て
言
う
の
に
、
受
け
る
べ
き
で
な
い
財
を
受
け
た
だ
け
で
す
ぐ
に
准
徒
五
年
に
す
る
と
か
い
っ
た
問
題
で
、

こ
れ
ら
は
み
な
民
が
犯
し
易
く
、
法
家
が
常
に
用
い
る
文
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
ほ
ど
錯
誤
が
あ
る
。
そ
の
他
に
つ
い
て
、
臣
等
は
と
て
も

述
べ
壷
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
弊
筈
の
源
を
推
し
究
め
る
と
、
蓋
し
律
文
が
深
奥
で
、
篠
例
の
文
が
簡
略
な
の
で
、
措
賞
各
官
が

(
巾
別
)

ま
つ
り
ご
と
が
劃
一
を
期
せ
ず
、
官
の
遵
守
す
る
と
こ
ろ
が
一
定
し
な
い
の
で
あ
る
。

随
意
に
解
揮
し
、
情
に
任
せ
て
引
用
す
る
た
め
、

と
い
う
。
そ
こ
で
、
法
司
の
大
臣
に
命
じ
て
律
と
『
問
刑
篠
例
』
の
二
書
を
逐
篠
解
掴
押
さ
せ
、
編
纂
し
て
一
書
を
な
し
、
欽
定
の
後
、
天
下
に

頒
行
す
る
よ
う
に
と
請
う
て
い
る
。
差
官
審
録
に
参
興
し
た
人
々
が
、
審
判
規
準
た
る
律
例
の
統
一
を
必
須
と
す
る
結
論
に
至
っ
た
こ
と
は
、

こ
の
制
度
が
も
た
ら
し
た
影
響
を
示
し
て
レ
ょ
う
。
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だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
奏
請
は
反
射
に
舎
っ
て
賞
現
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
反
劃
論
が
起
こ
り
、
そ
ち
ら
の
方
が
逼
っ
て
し
ま
う
の

か
。
そ
も
そ
も
明
律
施
行
以
来
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
百
数
十
年
、
あ
る
程
度
の
監
督
制
度
は
一
貫
し
て
存
在
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
律
の
統
一
的

解
樟
・
運
用
が
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
決
-
章
で
は
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四

律
例
運
用
の
統
一
に
向
け
て

言
う
ま
で
も
な
く
、
慢
に
も
擬
罪
に
際
し
て
必
ず
律
を
適
用
し
て
い
た
以
上
、
律
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
候
文
が
あ
る
か
と
い
っ
た
最
低
限

の
知
識
は
、
早
い
段
階
で
浸
透
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
律
文
の
具
瞳
的
な
適
用
に
関
し
て
、
明
代
前
半
に
は
あ
ま
り
議
論
を
重
ね
た
形

跡
が
な
い
。
『
貫
録
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
断
片
的
な
史
料
か
ら
、
成
化
・
弘
治
期
の
『
皇
明
篠
法
事
類
纂
』
ま
で
、
裁
剣
案
件
の
庭
理
に
闘
す

る
議
論
は
、
充
軍
な
ど
本
来
の
刑
か
ら
増
減
す
る
場
合
や
、
煩
罪
に
閲
す
る
規
定
が
多
く
を
占
め
る
。
蛍
時
の
法
司
官
の
バ
ラ
ン
ス
感
費
や
、

275 

行
政
上
の
必
要
の
方
に
合
わ
せ
て
、
律
外
の
規
定
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
、

む
し
ろ
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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前
代
か
ら
の
流
れ
を
考
え
れ
ば
、
律
の
よ
う
な
瞳
系
的
に
構
築
さ
れ
た
法
典
に
依
援
す
る
の
は
、
長
ら
く
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
早
設
の

(
m
m
)
 

例
の
集
成
に
基
づ
く
宋
元
の
法
制
に
慣
れ
た
人
々
が
、
こ
の
よ
う
な
法
典
の
運
用
を
軌
道
に
乗
せ
る
の
に
、
時
聞
が
か
か
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ

ろ
う
。
明
初
の
段
階
で
な
し
崩
し
に
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
永
楽
期
に
は
か
え
っ
て
不
易
の
大
典
と
さ
れ
、
揺
る
ぎ
な
い

権
威
を
も
つ
に
至
っ
た
。
貫
際
、
例
に
頼
る
部
分
が
大
き
い
の
は
一
貫
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
基
本
的
に
は
律
に
依
援
す
る
韓
制
が
崩
れ
な

か
っ
た
し
、
律
に
の
み
依
る
べ
し
と
の
議
論
は
、
一
般
論
と
し
て
は
常
に
優
勢
で
あ
っ
た
。
単
に
権
威
の
問
題
で
は
な
く
、
例
は
放
っ
て
お
く

と
止
め
ど
な
く
繁
多
に
な
り
混
凱
を
来
す
の
で
、
例
に
頼
る
の
は
不
都
合
と
レ
う
考
え
も
あ
っ
た
。
嘉
靖
一
三
年
八
月
の
刑
部
題
は
、
女
の
よ

う
に
言
う
。

一
事
に
よ
っ
て
上
奏
し
て
一
例
を
な
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
一
人
一
時
の
見
解
か
ら
出
た
も
の
で
、
律
-
意
を

(

ω

)

 

解
明
す
る
の
に
足
り
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
以
前
の
例
と
も
矛
盾
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
朕
態
を
改
善
す
る
に
は
、
例
を
用
い
な
い
よ
う
に
す
る
か
、

積
年
以
来
、

ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。

現
貫
に

- 64ー

一
定
期
間
ご
と
に
例
を
整
理
す
る
か
、

(

川

〉

は
、
然
る
べ
き
人
々
が
現
場
で
の
利
用
に
備
え
て
個
別
に
整
理
し
綾
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

政
策
的
に
は
、

嘉
靖
二
九
年
の
『
問
刑
篠

む
し
ろ
例
の
撤
麿
を
行
い
た
が
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
弘
治
『
問
刑
篠
例
』
の
み
を
例
外
と
し
て
、

(

川

)

概
に
削
去
す
る
と
い
う
強
引
な
施
策
が
何
度
か
取
ら
れ
て
い
る
。

例
』
重
修
ま
で
、

そ
れ
ま
で
に
出
た
例
を
一

律
が
審
判
の
規
準
と
し
て
現
質
に
数
力
を
も
ち
、

日
常
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
現
貫
の
案
件
に
適
用
す
る
た
め
、
多
少
な
り
と

も
律
文
解
穣
の
必
要
が
生
じ
る
。
天
順
期
以
前
に
成
立
し
た
註
樟
書
『
律
篠
疏
義
』
は
、
解
調
停
の
部
分
を
「
謹
詳
律
意
:
:
:
」
と
い
う
定
型
句

で
始
め
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
は
明
代
中
期
に
は
上
奏
文
中
に
か
な
り
よ
く
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
限
り
の
思
い
つ
き
の
解
皿
揮
を
遮

べ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
と
も
か
く
様
々
な
解
穆
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
普
遍
的
な
解
俸
を
導
き
出
す
前
提
に
な
ろ
う
。

(

川

〉

例
え
ば
、
成
化
五
年
一
二
月
二
四
日
附
の
大
理
寺
卿
等
題
は
、
親
属
相
姦
に
既
遂
と
未
遂
の
区
別
を
つ
け
る
べ
き
か
ど
う
か
を
、
決
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
常
人
聞
の
相
姦
に
つ
い
て
扱
っ
た
「
犯
姦
」
首
僚
は
既
遂
と
未
遂
を
区
別
し
て
い
る
が
、

「
親
属
相
姦
」
僚
に
は
そ
の
匡
別



カ
な
し

(

川

〉

あ
る
」
だ
か
ら
既
遂
・
未
、
途
を
区
別
す
る
べ
き
で
な
い
と
の
結
論
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
律
そ
の
も
の
の
解
得
は
こ
れ
だ
け
で
、
残
り
の

「
謹
ん
で
律
意
を
詳
ら
か
に
す
る
に
:
:
:
、
親
属
相
姦
は
、
倫
理
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
傑
に
未
迭
の
文
を
載
せ
な
い
の
で

文
章
は
洪
武
・
永
祭
以
降
の
剣
例
を
延
々
と
引
用
す
る
こ
と
に
嘗
て
て
い
る
。

(

川

)

約
六
十
年
後
、
同
じ
問
題
が
再
浮
上
し
て

い
る
が
、
今
度
は
前
回
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
精
密
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
く
、

「
犯
姦
」
首
僚
は
以
下
の
諸
僚
の
一
般
原
則
合
』
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
親
廃
相
姦
」
僚
で
未
途
の
文
を
載
せ
な
い
の
は
、
首
僚
に
書
い

首
僚
が
一
般
原
則
で
な
い
と
し
た
ら
、
「
親
属
相
姦
」
僚
だ
け
で
も

明
白
な
不
都
合
が
他
に
い
く
つ
も
生
じ
て
し
ま
う
(
賓
例
を
列
奉
)
。
別
僚
を
見
て
も
、
既
遂
・
未
遂
を
区
別
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
明
記
し

て
あ
る
か
ら
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
る
(
明
律
中
、
同
様
の
寅
例
を
列
皐
)
。

て
あ
る
(
寅
例
を
列
車
苧
)
。

も
し
倫
理
に
関
わ
る
こ
と
で
「
十
悪
」
に
嘗
た
る
か
ら
既
途

・
未
遂
を
区
別
し
な
い
の
だ
と
言
う
の
な
ら
、

「
親
属

相
盗
」
や
「
謀
殺
傘
長
」
も
同
じ
で
あ
る
が
、
前
者
は
得
財
・
不
得
財
、
後
者
は
己
行
・
己
傷
・
己
殺
を
各
々
区
別
し
て
い
る
。
謀
反
大
逆
だ

け
は
未
遂
を
匿
別
し
な
い
が、

こ
れ
は
既
途
で
は
手
遅
れ
で
、
未
遂
で
な
け
れ
ば
罪
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
強
姦
未
逢
が
常
人

間
で
も
親
麗
聞
で
も
同
じ
流
罪
に
な
る
の
は
不
都
合
と
言
う
者
も
い
る
が
、
南
者
に
親
疎
の
分
が
あ
る
の
は
認
め
ら
れ
で
も
、
既
途
と
未
、途に

罪
の
格
差
を
設
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
後
に
ま
た
剣
例
を
引
き
、
未
途
は
死
一
等
を
減
じ
て
充
軍
が
相
嘗
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

- 65-

こ
の
水
準
の
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
律
全
瞳
の
中
で
矛
盾
す
る
よ
う
な
解
緯
は
、
説
得
力
を
も
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
嘉
靖

(

川

〉

七
年
七
月
、
三
法
司
舎
議
の
結
果
を
報
告
し
た
上
奏
は
、
衣
の
よ
う
に
言
う
。

律
を
見
る
者
は
、
必
ず
前
後
を
参
照
し
て
、

は
じ
め
て
大
要
と
細
目
と
が
つ
な
が
り
、

血
服
が
通
じ
る
の
が
わ
か
る
。
も
し
一
字
一
句
に

固
執
し
て
、
考
訂
し
な
け
れ
ば
、
差
し
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
通
じ
難
い
。

277 

で
さ
え
、

(

山

川

)

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
刑
部
と
い
え
ど
も
地
方
問
刑
街
門
並
み
の
部
分
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

だ
が
、
嘉
靖
期
に
あ

っ
て
、
こ
の
水
準
に
到
達
し
て
い
た
の
は
、
律
に
通
暁
し
た
一
握
り
の
人
々
に
遁
ぎ
な
か
っ
た
。
中
央
の
法
司
に
お
い

お
そ
ら
く
少
数
涯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
隆
慶
三
年
正
月
、
大
理
寺
左
少
卿
王
誇
は
、
刑
部
の
擬
罪
の
不
適
切
さ
を
上
言
し
て
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例
え
ば
、
律
文
に
「
凡
そ
制
室
田
を
奉
じ
て
施
行
す
る
所
あ
り
て
違
う
者
は
杖
一
百
(
制
書
有
違
)
」
と
あ
る
の
は
、

制
詰
に
這
っ
た
者
を
指
す

も
の
で
あ
る。

そ
れ
な
の
に
刑
部
は
、
軍
事
行
動
の
期
限
遅
れ
、
守
衛
官
軍
の
入
直
違
反
、
賭
博
の
開
帳
な
ど
、
す
べ
て
こ
の
律
を
用
い
て
い

る
。
こ
れ
を
駁
す
る
と
、
律
例
は
み
な
制
霊
園
だ
と
言
い
張
っ
て
や
ま
な
い
。
そ
ん
な
摸
大
解
穣
が
通
用
す
る
な
ら
ば
、
律
の
他
の
俊
文
は
一
切

「
制
書
に
遣
う
あ
り
」
の
一
句
だ
け
あ
れ
ば
足
り
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
律
文
に
「
麿
に
篤
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
こ
れ

を
篤
す
者
は
答
四
十
、
重
き
者
は
杖
八
十
(
不
慮
鴛
)
」
と
あ
る
の
は
、
律
文
の
記
載
が
及
ん
で
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
初
め
て
用
い
る
も
の

不
要
で

で
あ
る
。
も
し
明
ら
か
に
一
該
賞
す
る
正
僚
が
あ
れ
ば
、
嘗
然
そ
の
俊
文
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
刑
部
は
「
某
は
人
を
殴
っ
て
傷
を

負
わ
せ
た
の
は
軽
罪
と
し
て
罪
に
坐
さ
な
い
の
を
除
き
、
不
雁
得
震
而
魚
之
事
理
重
者
律
に
依
り
杖
八
十
」
な
ど
と
擬
罪
し
て
い
る
。
傷
害
犯

か
ら
人
を
殴
っ
た
罪
を
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
坐
す
べ
き
罪
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
た
ま
た
ま
能
力
の
低
い
部
官
の
扱
っ
た
仕
事
を
、
針
小
俸
大
に
あ
げ
つ
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

- 66ー

る
。
こ
の
上
奏
に
針
し
て
、
刑
部
向
告
一
国
毛
憧
が
「
刑
部
の
擬
罪
は
す
べ
て
正
し
い
」
と
員
っ
向
か
ら
反
論
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
京
操
軍
班

の
期
限
に
闘
す
る
規
則
は
題
准
事
例
で
あ
る
。
制
書
で
な
く
て
何
だ
と
い
う
の
か
。
現
質
は
無
限
で
あ
り
律
文
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
不

麿
得
篤
而
震
之
」
律
が
あ
る
の
は
成
法
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
あ
ま
り
反
論
の
瞳
を
な
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
し
、
曾
議
を
命
じ
ら
れ
た

〈

川

)

都
察
院
と
刑
科
給
事
中
も
王
詩
の
議
を
支
持
し
て
い
る
。

嘉
靖
期
に
も
な
る
と
、

解
四
伴
、
が
分
か
れ
て
も
無
理
は
な
い
と
思
わ
れ
る
難
問
〈
例
え
ば
、
公
文
書
僑
造
犯
が
サ
イ
ン
は
僑
作
し
た
が
印
信
は
盗
用
し

て
い
な
い
場
合
、
詐
僑
律
に
坐
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
か
、
里
甲
役
の
総
甲
が
銀
を
受
け
取
っ
て
犯
罪
者
を
見
逃
し
た
の
を
「
受
罪
在
法
無
線
人
」
に
坐
す
こ
と

(

川

)

が
遁
嘗
か
と
か
い
っ
た
問
題
)
に
つ
い
て
、

か
な
り
周
到
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
法
司
の
中

(

川

〉

そ
う
し
た
人
々
の
聞
で
は
、
然
る
べ
く
律
事
が
護
展
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
ら
は
他
の
法
司
官
や
一
般
の
問
刑
官
と
は
隔
絶
し
た
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
の
影
響
力
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
彼
ら
の
議
論
や
主

法
司
が
舎
議
を
行
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
、

に
は
律
に
通
じ
た
者
が
常
に
幾
人
か
い
て
、

張
は
、
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



律
に
固
定
的
な
解
擦
を
附
す
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
全
般
的
な
認
識
の
低
さ
か
ら
生
じ
る
素
朴
な
本
文
至
上
主
義
に
よ
る
。

(

川

)

前
章
で
述
べ
た
鷹
槙
等
の
「
律
・
例
二
書
に
註
穣
を
」
と
の
奏
請
は
、
嘉
靖
一
一
年
四
月
の
刑
部
題
覆
に
基
づ
い
て
却
下
さ
れ
た
。
庭
槙
等
は

刑
部
の
員
外
部
・
主
事
な
ど
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
刑
部
の
中
で
も
、

一
部
の
中
・
下
級
官
僚
と
堂
官
と
で
は
認
識
に
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

題
覆
に
よ
れ
ば
、
大
明
律
は
ご
字
一
義
と
雄
も
、
昭
ら
か
な
る
こ
と
白
星
の
明
の
ご
と
く
」
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

『
問
刑

篠
例
』
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
近
ご
ろ
九
庸
な
州
牒
官
が
、
律
例
の
恋
意
的
な
適
用
に
走
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、

「
大
抵
は
法
律
が
不
明
な
の

で
は
な
く
、

法
律
を
用
い
る
者
の
過
ち
で
あ
る
」
。

そ
れ
な
の
に
「
臣
下
の
管
窺
輩
、
測
の
一
言
」
に
よ
っ
て
注
樟
を
附
し
た
り
し
た
な
ら
ば
、
文

が
繁
雑
化
し
て
「
好
患
の
責
」
と
な
る
の
が
落
ち
で
あ
る
。

「
今
後
、
府
州
牒
官
吏
は
務
め
て
熟
讃
し
て
律
意
を
講
明
す
る
よ
う
に
」
す
れ
ば

ょ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

い;';/1、
~' 1l 2 ず

)ば

とく
し、と
うも
の
で嘉
あ靖
る七
。年

弘
治
以
後
の
篠
例
を
再
編
纂
す
る
よ
う
に
と
の
要
請
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
議
論
が
な
さ
れ
る
。

(

川

〉

一
三
年
に
各
々
な
さ
れ
て
、
そ
の
都
度
却
下
さ
れ
て
い
る
。

『
間
刑
篠
例
』
の
重
修
を
と
の
奏
請
は
、

一
二
年
、

「
も
し
再
編
集
す
れ
ば
、
冗
噴
を
売
れ
な

- 67ー

一
字
一
義
が
疎
か
に
で
き
な
い
筈
の
律
本
文
で
さ
え
、
現
貫
に
は
統
一
で
き
て
い
な
か
っ

〈

川

)

た
。
弘
治
四
年
の
時
貼
で
す
で
に
、
通
行
し
て
い
る
刊
本
に
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
高
層
一
一
一
一
年
に
、
内
府

で
刊
刻
し
た
律
丈
と
在
外
街
門
で
刊
刻
し
た
律
丈
を
比
べ
た
と
こ
ろ
、
五
十
五
字
の
増
減
差
誤
が
見
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
定
罪
・
量
刑
に
影
響

(

川

)

す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

だ
が
、
繁
多
な
例
を
捨
て
て
一
に
依
る
べ
き
律
、

こ
の
よ
う
な
朕
況
は
、
中
央
法
司
が
全
瞳
と
し
て
、
律
例
に
劃
す
る
認
識
や
律
例
を
扱
う
貫
務
手
腕
の
黙
で
、
地
方
街
門
よ
り
特
別
勝
っ
て

も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
審
査
の
制
度
こ
そ
明
初
か
ら
曲
が
り
な
り
に
も
存
在
し
た
と
は
い
え
、
統
一
的
な
審
査
が
成

り
立
つ
だ
け
の
人
的
基
盤
が
、
高
暦
期
に
入
る
頃
ま
で
未
確
立
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う。

279 

統
一
的
な
審
査
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
審
査
す
る
側
に
お
い
て
、
巌
密
な
審
査
規
準
を
有
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、

そ
う
し
た
審
査
規
準
の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
必
要
性
が
康
範
に
認
識
さ

れ
て

は
じ
め
て
審
査
規
準
の
統
一
が
進
み

裁
判
関
係
者
の
知
識

・
理
解
の
水
準
も
向
上
を
見
る
で

あ
ろ
う
。

嘉
靖
か
ら
高
暦
に
か
け
て

t主

審
査
す
る
立
場
に
あ
る
中
央
法
司
や
巡
按
御
史
の
中
に

律
例
適
用
の
際
の
統
一
規
準
を
設
定
す
る
動
き
が
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
て
ゆ

く

(
川
)

嘉
靖
一
一
一
年
七
月
の
刑
部
題
准
に
見
え
る
直
隷
巡
按
張
惟
恕
の
上
奏
は
、
在
外
問
刑
官
が
混
同
し
や
す
い
四
つ
の
問
題
に
つ
い
て
確
認
す

る。

「
強
盗
の
寓
主
」
と
は
造
意
分
賊
(
首
謀
し
て
分
け
前
を
取
る
)
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
り
、

盗
ん
だ
後
で
分
け
前
に
興
っ
た
り
、

事
情
を

(
端
的
に
言
え
ば
拷
問
〉
を
行
っ
た
者
を
主
と
す
る
の
で
あ
り
、

「
卒
人
を
故
勘
す
」
と
は
私
怨
を
も
っ
て
故
一
意
に
取
り
調
べ

皐
に
犯
人
の
凶
暴
さ
・
卑
晒
さ
を
憎
ん
で
規
定
外
の
酷
刑
を
科
し
た
類
は
匿
別

知
り
な
が
ら
盗
品
を
保
管
し
た
り
し
た
者
に
は
別
の
罪
名
が
あ
る
と
レ
う
こ
と
、

す
る
よ
う
に
と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
紛
ら
わ
し
い
ケ
l
ス
が
生
じ
得
る
場
合
に
は
、
法
司
で
規
準
を
確
定
し
た
上
で
「
異
議
を
妄
生
す
る
を
得

(

川

〉

ず
」
と
明
記
し
て
通
達
し
た
り
、
逆
に
巡
按
御
史
の
方
か
ら
「
法
司
に
下
し
て
舎
議
せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う
」
「
法
司
の
律
例
を
検
詳
さ

(
川
)

れ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
奏
請
し
た
り
す
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
審
判
規
準
の
浸
透
を
園
っ
た
動
き
と
し
て
は
、
『
僚
例
備
考
』
『
増
修
傑
例
備

考
』
の
編
纂
・
刊
行
が
あ
る
。
前
者
は
お
そ
ら
く
隆
慶
末
年
に
江
西
巡
撫
が
刊
行
し
、
後
者
は
蔦
暦
二

0
年
代
前
牢
に
巡
撫
・
巡
按
の
命
に
よ

(

川

)

り
、
接
察
使
史
縫
辰
と
そ
の
属
僚
た
ち
が
、
中
央
か
ら
頒
行
さ
れ
た
例
を
整
理
し
て
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

- 68ー

律
例
を
講
究
す
る
必
要
を
認
め
た
者
が
相
射
的
に
増
え
、
彼
ら
が
事
ぶ
に
有
利
な
環
境
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
参
考
書
類
が
出
回
り

始
め
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
嘉
靖
六
年
に
刑
部
主
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
唐
植
は
、
新
任
の
頃
に
「
書
生
が
吏
事
を
知
ら
な
レ
の
を
恐
れ
」
た
同
僚

(

川

)

か
ら
『
王
恭
詑
公
駁
稿
』
を
参
考
書
と
し
て
勤
め
ら
れ
た
と
い
う
。
彼
は
後
に
自
分
で
も
律
例
関
係
諸
書
の
解
題
を
書
い
て
い
る
。
雷
夢
麟
が

(

山

)

明
末
清
初
に
は
康
範
に
讃
者
を
得
た
。

嘉
靖
期
後
半
に
書
き
上
げ
た
と
い
う
『
讃
律
瑛
一言
』
は
、

律
註
や
傑
例
の
編
纂

・
頒
布
を
請
う
人
々
が
少
な
か
ら
ず
現
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
動
き
の

一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら

が
却
下
さ
れ
績
け
た
の
は
、
反
射
論
の
方
が
優
勢
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
力
関
係
が
逆
縛
し
た
と
見
ら
れ
る
の
が
、
嘉
靖
期
後
宇
か
ら
高



暦
初
に
か
け
て
で
あ
る
。
嘉
靖
二
九
年
、
抗
し
き
れ
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
『
問
刑
傑
例
』
の
重
修
が
な
さ
れ
、
三
四
年
に
績
増
が
ま
と

め
ら
れ
る
。
寓
暦
六
年
に
は
、
刑
部
で
刑
名
に
関
係
す
る
事
例
を
編
集
し
、
公
定
頒
布
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
中
央
各
街
門
に
迭
付
し

〈

川

〉

一
三
年
に
は
再
び
『
問
刑
篠
例
』
が
重
修
さ
れ
て
い
る
。
蔦
暦
二
二
年
に
は
、
律
文
の
校
訂
も
な
さ
れ
、

(

山

)

「
牧
贈
銭
紗
」
を
附
し
て
刊
刻
頒
布
す
る
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
る
。

て
い
る
し
、

「
弘
治
十
年
題
准
員
犯

雑
犯
罪
名
」

(

山

)

個
別
の
規
準
の
確
定
と
周
知
徹
底
に
も
意
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
高
暦
一
五
年
一
二
月
の
刑
部
題
は
、
御
史
孫
旬
の
原
案
に

基
づ
き
、
二
ハ
篠
の
律
例
に
つ
い
て
、
各
々
の
罪
を
認
定
す
る
際
に
満
た
す
べ
き
篠
件
を
究
明
し
、
関
係
各
街
門
に
通
達
す
る
よ
う
求
め
た
も

の
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
ハ
僚
は
、
上
記
の
「
富
主
」
や
闘
殴
致
死
・
受
罪
故
縦
・
監
守
白
盗
・
私
瞳
・
不
麿
信
用
と
い
っ
た
、
適
用
頻

度
が
高
い
と
思
わ
れ
る
律
例
ば
か
り
で
あ
る
。
富
主
の
認
定
に
閲
す
る
部
分
を
始
め
、
既
出
の
例
に
見
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
し
か
も
こ
れ
だ

け
ま
と
め
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
問
題
の
蓄
積
が
認
識
さ
れ
、

「
見
行
納
購
事
例
」

一
括
し
て
解
決
が
園
ら
れ
る
段
階
に
達
し
た
も
の
と
見
ら
れ
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る。

(
山
)

「
律
例
の
未
明
未
登
篠
件
を
申
明
す
」
と
し
て
五
つ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
一
ホ
さ
れ
る
の
は
、

律
で
一
定
の
差
別
待
遇
が
設
定
さ
れ
て
い
る
「
雇
工
人
」
と
認
定
さ
れ
る
に
は
、
契
約
書
を
交
わ
し
た
年
期
奉
公
の
使
用
人
は
含
ま
れ
る
が
、

短
期
雇
用
者
は
含
ま
れ
な
い
と
か
、
矯
盗
三
犯
の
三
回
の
犯
罪
の
聞
に
恩
赦
が
挟
ま
っ
た
場
合
、
審
録
官
が
取
る
べ
き
措
置
と
か
、
比
較
的
近

翌
二
ハ
年
正
月
に
は
、

年
に
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
引
き
績
き
規
準
を
明
示
す
る
努
力
が
携
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
だ
註
穫
の
公
定
や
篠
例
の
定
期
的
編
纂
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
後
に
成
立
す
る
大
理
寺
左
少
卿
挑
思
仁
の
『
註
解
』
や
王
肯

(

山

)

堂
の
い
わ
ゆ
る
『
筆
穣
』
は
、
清
朝
入
闘
直
後
に
は
順
治
律
の
小
註
と
し
て
最
初
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
新
し
い
例
の
一
斉
鹿
棄
な
ど
と
い

う
策
は
問
題
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
試
行
錯
誤
の
段
階
と
は
い
え
、
審
剣
規
準
を
組
織
的
に
管
理
し
て
ゆ
く
瞳
勢
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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結

び

明
代
の
大
部
分
の
期
間
、
裁
判
に
や
固
た
っ
て
依
る
べ
き
法
は
ま
ず
明
律
で
あ
り
、
と
も
か
く
律
本
文
は
庚
く
頒
布
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
律

本
文
が
あ
る
だ
け
で
は
、
統

一
的
運
用
に
は
堪
え
な
い
。
ど
れ
だ
け
周
到
に
作
成
さ
れ
た
法
で
も
、
現
質
に
適
用
す
れ
ば、

困
難
な
問
題
が
無

敢
に
生
じ
る
。
律
本
文
に
は

一
字
一
句
も
手
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
疑
義
や
不
都
合
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
解
穫
を
施
す
か

律
外
の
例
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
解
穫
が
充
宜
し
例
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
、

律
の
統
一
的
運
用
に
は
不
可
依
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
が
関
係
者
に
周
知
徹
底
さ
れ
る
こ
と
が
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
明
代
後
牢
の
寓
暦
期
に
至
っ
て
も
、
こ
の
傑
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
現
買
に
は
法
の

適
用
に
少
々
の
差
異
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
制
度
が
機
能
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
裁
判
の
準
則
た
る
法
が
「
共
同
盟
の

(

川

)

法
で
な
く
し
て
管
理
機
構
の
法
」
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
性
格
か
ら
し
て
、
裁
剣
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
志
向
し
な
け
れ
ば
、

し、

てコ

-70ー

ま
で
た
っ
て
も
統
一
的
運
用
に
は
至
ら
な
レ
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
法
の
統
一
的
運
用
に
向
か
う
の
は
、
機
構
を
統
制
す
る
立
場
に
あ
る

側
が
よ
り
巌
密
な
規
制
を
固

っ
た
時
に
外
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
意
圃
だ
け
あ
っ
て
運
営
が
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
が
、
明
代
中

期
に
は
巡
撫

・
巡
按
を
中
心
と
し
た
地
方
行
政
の
組
織
的
な
運
営
は
か
な
り
の
成
熟
を
見
て
い
た
の
で
、
機
構
面
で
の
前
提
候
件
は
整
っ
て
い

た。
よ
り
巌
密
な
規
制
が
質
際
の
施
策
と
な
っ
て
現
れ
る
時
、

ま
ず
推
進
さ
れ
た
の
は
監
察
官
に
よ
る
巡
回
監
査
で
あ
る
。
直
接
的
な
監
視
に
頼

る
設
想
は
、
早
く
か
ら
現
れ
、

ま
た
根
強
い
。
そ
れ
に
射
し
て
、
規
準
の
統
一
と
そ
の
厳
密
な
適
用
は
、

む
し
ろ
不
信
感
を
持
た
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
直
接
的
な
監
視
の
制
度
が
強
化
さ
れ
る
と
、

そ
れ
が
か
え
っ
て
携
嘗
者
の
聞
に
審
判
規
準
を
一
定
化
す
る
必
要
を
認
識

さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
認
識
が

一
般
の
理
解
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
十
分
に
跡
づ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、

よ
く
使

わ
れ
る
律
に
つ
い
て
、
統
一
規
準
の
設
定
が
断
績
的
に
繰
り
返
さ
れ
、
量
的
に
も
増
え
質
的
に
も
洗
練
さ
れ
て
い
く
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か



ら
、
部
分
的
な
規
準
統
一
が
既
成
事
貫
化
し
、
撲
大
し
て
い
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
や
が
て
裁
剣
機
構
の
監
督
に
依
く
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
と
同
時
に
、
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉
靖
・
高
暦
期
は
、
統
一
的
な
規
準
が
整
備
さ
れ
る
趨
勢
に
あ

ま
だ
そ
の
必
要
性
を
理
解
し
な
い
者
も
あ
り
、
規
準
自
瞳
も
関
係
者
に
浸
透
し
て
い
な
い
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

り
な
が
ら
、

律
の
解
揮
を
練
り
上
げ
、
一
貫
性
の
あ
る
理
解
の
瞳
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
、

ぃ
。
し
か
し
、
外
的
な
傑
件
に
規
定
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
動
機
附
け
が
極
め
て
弱
く
、
多
く
を
期
待
で
き
な
い
。
特
別
な
関
心
を
も
た
な
い

者
の
積
極
的
参
興
や
巌
し
い
批
剣
が
見
込
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
賞
、
明
代
中
期
ま
で
の
律
事
の
護
展
は
遅
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
明
律
の

一
貫
し
た
解
揮
と
統
一
的
運
用
と
は
、
そ
れ
を
用
い
た
審
査
制
度
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
そ
れ
が
逆
に
統
一
的
審
査
を
可
能

そ
れ
自
瞳
と
し
て
の
護
展
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

清
代
に
は
、
上
申
と
審
査
の
何
重
に
も
積
み
重
な
っ
た
手
積
き
か
ら
な
る
監
督
制
度
が
、
裁
剣
機
構
を
規
制
し
て
い
る
。
規
制
の
基
本
的
な

擦
り
所
と
な
る
の
は
、
律
例
を
中
心
と
し
た
客
観
的
規
準
の
瞳
系
で
あ
る
。
そ
う
し
た
統
一
規
準
は
刑
部
の
集
中
管
理
下
に
繕
績
的
に
整
備
さ

れ
、
地
方
末
端
ま
で
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
瞳
制
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
明
代
後
半
に
始
ま
る
律
の
統
一
的
運
用
に

-71-

向
け
た
動
き
の
掃
結
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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史
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註
(

1

)

こ
れ
ら
の
監
督
制
度
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
裁
判
問
機

構
の
内
部
統
制
」
(
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
園
の
刑
罰
』
(
京
都
大
事

人
文
科
拳
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)
所
牧
〉
参
照
。

〈
2
)

『
大
明
律
』
刑
律
・
断
獄
・
有
司
決
囚
紘
一
寸
第
。
た
だ
死
罪
に
つ
い
て

は
「
奏
聞
回
報
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
大
理
寺
は
『
諸
司
職
掌
』
で

は
「
専
審
録
天
下
刑
名
」
と
す
る
が
、
明
代
中
期
ま
で
の
具
鐙
的
手
績

き
は
不
明
確
で
あ
る
。
永
築
中
に
は
在
外
死
罪
犯
は
す
べ
て
京
師
に
迭

っ
て
舎
官
審
録
を
受
け
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
が
(
『
明
賞
録
』
永

繁
一
七
年
一
一
一
月
庚
辰
僚
)
、
貧
施
朕
況
は
不
確
か
で
あ
り
、
正
統
初

ま
で
に
は
賓
質
的
に
慶
止
さ
れ
て
い
る
(
『
明
貫
録
』
正
統
四
年
間
二

月
笑
卯
僚
に
「
死
刑
甚
重
:
:
:
、
在
外
者
宜
遣
官
議
誠
」
と
あ
る
〉
。

成
化
期
に
は
「
大
理
寺
審
録
:
:
:
、
巡
按
・
巡
撫
官
弁
在
外
街
門
詳
議

所
属
申
詳
囚
犯
内
有
情
弊
者
、
亦
皆
駁
回
再
開
」
と
言
わ
れ
(
『
明
貸

録
』
成
化
七
年
八
月
己
己
保
)
、
嘉
靖
一
二
年
二
月
の
大
理
寺
題
(
『
僚

例
備
考
』
都
通
大
例
巻
一
・
奏
鮮
の
依
原
擬
不
得
重
覆
穂
詳
〉
で
は

「
凡
在
外
間
成
死
罪
囚
犯
、
倶
該
各
司
府
等
街
門
申
詳
刑
部
・
都
察

院
、
本
寺
参
詳
合
律
具
奏
、
奉
有
明
旨
依
律
庭
決
者
、
間
回
報
部
院
、

持
行
各
司
府
等
街
門
、
欽
遁
監
候
庭
決
」
と
い
う
。

(

3

)

寓
暦
『
大
明
禽
典
』
巻
一
七
七
・
詳
擬
罪
名
。

(

4

)

宮
津
知
之
「
明
代
照
法
の
努
遷
」
(
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
園
の
刑

罰
』
(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
六
年
〉
所
枚
〉
参
照
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
嘉
靖
七
年
ま
で
に
、
無
力
が
照
法
の
刑
判
象

か
ら
除
外
さ
れ
た
と
い
う
。

(
5
〉
註
〈
1
)
拙
稿
四
二
五
|
四
二
六
頁
。

(

6

)

『
僚
例
備
考
』
都
遁
大
例
名
一
・
撫
按
詳
定
寧
徒
、
及
び
『
貫
録
』

嘉
靖
二
年
二
一
月
甲
戊
篠
。
な
お
『
嘉
隆
新
例
』
吏
例
で
は
「
充
軍

徒
流
及
口
外
信
用
民
」
と
な
っ
て
い
る
。
(
余
白
強
『
治
譜
』
晶
包
囲
・
詞

訟
門
・
律
例
之
殊
に
は
「
凌
遅
・
斬
・
絞
・
徒
・
杖
・
答
罪
、
今
怪
用

之
、
流
罪
不
多
用
失
」
と
あ
る
。
)

(
7
〉
『
培
修
保
例
備
考
』
刑
部
品
位
二
・
停
止
熱
審
事
例
。
な
お
、
上
申
の

際
に
犯
人
の
身
柄
を
迭
る
こ
と
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
原
則
的
に

は
必
要
な
か
っ
た
。
嘉
靖
一
五
年
間
一
一
一
月
都
察
院
題
で
は
人
命
案
件

で
さ
え
「
若
有
未
明
情
節
、
解
赴
撫
按
街
門
、
親
審
招
盟
問
」
(
『
僚
例
備

考
』
都
遁
大
例
倉
一
・
明
検
験
以
清
刑
獄
〉
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

(

8

)

正
統
四
年
の
敷
識
を
も
っ
「
憲
綱
」
〈
『
皇
明
制
書
』
所
枚
)
に
は

「
如
理
断
不
公
、
或
菟
抑
不
理
者
、
直
毅
赴
巡
按
直
隷
監
察
御
史
、
在

外
赴
按
察
司
或
分
司
、
及
巡
按
監
察
御
史
庭
陳
告
、
即
興
受
理
推
問
」

と
あ
る
。

(
9
〉
『
遼
東
察
院
槍
案
』
(
本
稿
で
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
本
文

四
三
頁
参
照
〉
は
、
露
庖
を
出
す
場
所
を
争
っ
て
曲
闘
を
折
ら
れ
財
布
を

奪
わ
れ
た
(
甲
ロ
・
閉
山
(
排
印
m

)

)

と
い
っ
た
全
く
の
市
井
の
誇
い

が
、
巡
按
に
訴
え
ら
れ
て
受
理
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〈
山
山
〉
嘉
靖
一

O
年
以
前
に
成
っ
た
無
名
氏
『
新
官
規
範
』
は
「
上
司
坐
委

勾
嘗
公
務
及
有
批
扶
等
項
、
若
可
行
、
間
照
限
期
完
報
、
若
不
可
行
、

即
興
撃
読
回
申
」
と
す
る
程
度
で
あ
る
が
、
清
初
に
成
っ
た
孫
鉱
『
篤

政
第
一
』
(
巻
一
・
批
詞
〉
は
よ
り
明
確
に
「
批
詞
断
宜
早
策
審
覆
、

上
司
見
其
動
敏
、
是
師
才
能
之
一
端
也
。
蕗
審
牌
上
、
憲
詞
宜
列
自
理

之
前
」
と
い
う
。
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(
日
〉
『
燦
例
備
考
』
都
通
大
例
を
一
「
備
雨
造
」
に
は
「
近
年
探
按
及
二

司
有
司
等
街
門
、
止
准
原
告
之
詞
、
凡
遇
被
告
訴
理
、
一
切
不
受
」

「
都
諺
有
日
、
巡
撫
一
伏
、
勢
在
風
土
、
巡
按
一
朕
、
卒
地
起
浪
」
と

あ
り
、
奥
遵
『
初
仕
録
』
刑
廃

・
公
聴
断
は
「
若
上
司
渓
下
批
詞
・
・

・
、
亦
不
可
阿
承
上
司
、
偏
護
原
告
、
以
長
弓
風
也
」
と
戒
め
る
。

(
ロ
)
大
ま
か
な
概
念
を
得
る
た
め
に
言
え
ば
、
『
遼
捲
』
中
の
巡
援
に
宛

て
た
審
理
報
告
に
は
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
、
批
行
の
案
が
一

O
件
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
五
件
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
批
行
が
少
し

も
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
う
に
は
足
り
よ
う
。
な
お
、
上
官
か
ら

の
批
行
以
外
に
奏
訴
案
の
審
理
が
中
央
か
ら
因
さ
れ
て
来
る
こ
と
が
あ

っ
た
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
註
(
1
〉
拙
稿
参
照
)
。

(
日
)
い
ず
れ
も
『
賀
政
録
』
巻
一
・
明
職
・
按
察
司
之
職
。
原
文
「
今
也

強
盗
人
命
、
非
雨
院
批
駁
、
克
不
興
開
失
。
夫
死
刑
必
由
按
察
司
縛
京

詳
者
、
且
震
直
指
代
務
哉
」
「
若
一
崇
長
厚
、
百
無
聴
聞
・
:
:
、
重
軽

定
擬
於
院
道
、
代
之
縛
詳
、
則
法
司
之
権
、
非
人
我
侵
、
而
我
自
失
之

怠

C
。

(
U
〉
寓
暦
二
二
年
纂
修
の
『
巡
方
線
約
』
(
版
本
に
つ
い
て
は
註
(
叩
山
)
参

照
〉
第
三
職
守
類
に
は
「
今
後
九
遇
各
脇
申
呈
重
辞
招
由
到
司
・

倫
在
可
衿
可
疑
、
不
妨
径
自
批
駁
、
期
於
情
法
允
協
」
と
あ
り
、
按
察

司
が
積
極
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
促
し
て
は
い
る
が
、
「
径
自
批
駁
」

し
て
も
よ
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
明
す
る
の
は
、
普
通
は
あ
ま
り
行
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

(
お
〉
『
嘉
隆
新
例
』
吏
例
。

〈
叩
山
)
『
遼
捲
』
甲
・
日
・
日
(
排
印
川
〉
。

(
げ
〉
遼
寧
省
楢
案
館
編
『
遼
寧
省
楢
案
館
指
南
』
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(
中
圏
構
案
出
版
社
、

一
九
九
四
年
)
に
記
す
命
名
に
従
う
。
楢
案
館
自
鐙
で
は
形
状
に
従
っ

て
「
信
牌
槍
」
と
呼
び
、
残
存
欣
態
に
よ
っ
て
甲
J
丙
種
に
分
類
、
朗

読

・
巻
貌
を
附
す
。
本
稿
の
引
用
は
種
・
加

・
各
の
順
で
略
記
す
る
。

排
印
本
で
は
第
一
め
に
相
賞
す
る
(
「
遼
東
都
指
揮
使
司
」
と
題
す
る

が
、
こ
れ
は
不
適
蛍
〉
。

(
日
〉
蒋
廷
壁
『
務
瑛
山
政
訓
』
清
詞
朕
に
は
「
除
上
司
批
褒
詞
朕
外
、
其

本
街
門
准
行
、
除
該
徒
罪
以
上
者
、
方
倣
招
申
詳
。
其
戸
婚
田
土
闘
殴

等
事
、
止
該
杖
罪
以
下
者
、
毎
人
要
他
一
様
朕
三
張
、
館
一
供
詞
三

張
、
勝
原
被
告
各
三
張
・
供
詞
三
張
、
粘
作
三
套
、
倶
用
合
縫
印
、
一

套
輿
原
告
、
一
套
輿
被
告
、
一
套
存
官
、
後
批
云
:
:
:
、
比
倣
招
省
力

高
倍
」
と
あ
る
。

(
四
)
『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
な
ど
に
見
え
る
。

(
初
)
『
刑
名
啓
蒙
心
妙
総
集
』
(
東
京
大
皐
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
『
大
明

律
繍
集
』
所
牧
)
、
『
新
刊
刑
皐
大
成
』
径
四

・
招
式
、

径
五

・
招
議
矩

範
(
同
所
蔵
〉
、
『
招
擬
俣
如
』
(
同
所
蔵
朝
鮮
刊
『
大
明
律
例
附
解
』

附
録
)
、
嘉
靖
二
三
年
刊
『
大
明
律
例
附
解
』
(
同
所
蔵
)
附
録
の
「
問

刑
九
例
」
以
下
、
「
招
擬
俵
如
式
」
(
『
昭
代
王
章
』
附
録
)
な
ど
。

(
紅
)
『
新
刊
刑
皐
大
成
』
巻
五
・
招
議
短
範
に
は
「
不
合
{
子
、
謂
之
招
眼

・
:
、
招
内
有
不
合
者
、
即
要
議
罪
、
須
要
照
態
。
其
重
者
擬
罪
、
其

軽
若
等
者
除
罪
、
庶
招
眼
不
空
」
と
あ
る
。
ま
た
呂
坤
『
寅
政
録
』
巻

ム
ハ
・
風
憲
約
・
提
刑
事
宜
・
聴
訟
で
は
、
律
で
罪
に
な
ら
な
い
こ
と
に

妄
り
に
「
不
合
」
の
語
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

(
泣
)
例
え
ば
「
凡
犯
死
罪
者
、
招
内
不
必
引
充
軍
鴛
民
等
例
」
〈
『
新
刊
刑

摩
大
成
』
巻
五
・
招
議
短
範
)
、
「
凡
招
内
、
不
可
開
篤
回
目
一
意
」
(
『
刑

名
啓
蒙
心
妙
総
集
』
〉
な
ど
と
あ
り
、
「
凡
人
犯
罪
、
合
於
例
意
緊
関
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者
、
方
宜
引
擬
、
不
可
移
情
援
引
」

用
抱
要
)
と
す
る
。

(
却
〉
李
三
才
『
撫
准
小
草
』
巻
一
五
・
批
詳
(
宮
内
暦
二
七
年
及
び
三
O
|

三
九
年
に
鳳
陽
巡
撫
〉
、
劉
一
煩
『
撫
掘
削
行
革
』
各
四
l
六
・
批
詳

(
蔦
暦
四
二

l
四
八
年
に
漸
江
巡
撫
)
、
呉
亮
『
止
園
集
』
巻
二
七
|

二
八
・
朔
巡
詳
膿
(
蔦
暦
二
九
年
以
後
・
三
八
年
以
前
の
あ
る
時
期
に

北
直
毅
巡
按
〉
な
ど
。

(
斜
)
甲

-u
・
日
(
排
印
加
〉
、
甲

-
m
-
m
(排
印
加
〉
、
甲
・

1
・日

(
排
印
加
)
、
甲
・
日
・
日
(
排
印
山
川
)
、
甲
・
9
・
必
(
排
印
加
〉
、

甲

-U
・
日
山
(
排
印
川
)
、
甲
・
ロ

-
U
(排
印

m〉
、
甲

-
u
-
m

〈
排
印
川
)
、
甲

-
m
-
U
(排
印
別
)
、
甲

-m
・
印
(
排
印
川
〉
、

甲

-
U
・
印
(
排
印
加
〉
、
甲

-
H
・
臼
(
排
印
加
)
、
甲

-
M
・臼

(
排
印
加
)
、
乙
・
む

-
m
(排
印
加
)
、
甲
・
日
・
田
山
(
排
印
川
)
、

甲

-
U
・
臼
(
排
印
加
〉
、
甲
・

5
・
日
〈
排
印
川
)
。
他
に
排
印
川
、

mな
ど
も
同
様
の
文
書
で
あ
る
が
、
筆
者
は
貧
見
し
得
な
か
っ
た
。

(
お
〉
表
紙
部
分
は
排
印
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
文
書
中
の
律
の
引
用
は
、
篇
目
を
引
く
で
も
な
く
係
文
を
正
確
に
引

き
篤
す
で
も
な
く
、
該
嘗
箇
所
を
遁
嘗
に
省
略
し
て
記
す
の
が
普
通
で

あ
る
。
「
引
用
律
文
、
可
以
摘
字
、
不
可
添
字
、
可
減
句
、
不
可
倒
句

(
『
新
刊
刑
皐
大
成
』
径
五
・
招
議
短
範
な
ど
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
我
々
の
参
照
に
は
不
便
な
の
で
、
本
稿
で
は
律
の
細
目
を
括
弧
内
に

注
記
す
る
。

(
幻
)
余
白
強
『
治
譜
』
巻
四
・
詞
訟
門
・
折
杖
。

〈
お
)
甲

-u
・
日
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
五
人
兄
弟
の
母
が
長
患
い

を
し
、
病
朕
は
落
ち
着
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
妻
た
ち
に
看
病
を
任
せ

(
『
新
刊
刑
皐
大
成
』
巻
五
・
通

て
畑
を
見
に
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
看
病
人
が
疲
れ
て
眠
っ
て
い
る
隙

に
、
病
気
を
苦
に
し
た
母
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
結
果
的
に

至
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
粗
略
に
扱
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

〉つ。

(
却
)
甲

-
U
・
臼
〈
排
印
加
)
、
甲
・
日
・
日
(
排
印
川
)
、
甲
・
ロ

-m

〈
排
印
川
)
、
甲

-
u
-
m
(排
印
川
)
、
甲

-
m
-
U
(排
印
川〉
、

甲
・
日
・
日
〈
排
印
刷
)
。

(
初
)
例
え
ば
『
増
修
篠
例
備
考
』
刑
部
容
二
・
有
司
論
罪
不
許
緊
擬
有
力

紙
照
童
数
登
報
(
高
暦
一
二
年
四
月
刑
部
題
)
に
「
近
来
有
司
問
理
詞

訟
、
往
往
不
引
正
律
、
緊
坐
不
慮
」
と
あ
り
、
同
・
問
刑
{
屋
貝
講
究
律

例
(
寓
暦
一
五
年
一
一
一
月
刑
部
題
〉
で
も
「
如
私
和

・
越
訴
・
違
禁
・

違
式
・
闘
駿
・
罵
雪
之
類
、
各
従
正
佼
、
不
得
熊
引
不
慮
事
重
」
と

い
う
。
『
賓
政
録
』
巻
六
・
風
憲
約
・
提
刑
事
宣
・
鰐
訟
に
は

「
近
日

間
官
、
金
不
引
用
答
律
、
只
用
不
態
得
信
用
而
信
用
、
叉
只
用
事
理
重
者
」

と
占
め
る
。

(
但
)
「
不
隠
居
周
事
重
」
を
最
高
の
罪
と
す
る
の
は
、
甲

・
日
・
印

(
排
印

加
)
、
甲

-
H
・
臼
(
排
印
加
)
、
乙
・
幻
・
川
(
排
印
加
〉
、

甲
-
t
u

・

師
(
排
印
加
)
、
甲

-
M
・
山
田
(
排
印
加
)
。

(

M

M

)

巡
按
の
批
は
「
子
良
臣
告
稽
、
子
朝
・
子
守
経
父
子
姦
占
弟
妻
、
果

係
謹
詞
、
不
宜
概
擬
軽
罪
、
中
間
恐
有
践
腕
情
弊
、
仰
殿
守
備
従
公
再

行
巌
究
、
男
招
報
奪
」
。

(
お
〉
少
し
前
の
時
期
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
比
者
、
大
理
寺
審
録
、
有
詞

務
寛
人
犯
、
駁
回
再
問
者
多
、
行
移
調
問
者
少
。
及
巡
按

・
巡
撫
官
弁

在
外
街
門
詳
議
所
属
申
詳
囚
犯
内
有
情
弊
者
、
亦
皆
駁
回
再
問
、
致
被

偏
執
己
見
、
不
興
解
明
、
多
用
非
法
重
刑
、
鍛
錬
成
獄
(
『
明
貧
録
』

- 75ー



288 

成
化
七
年
八
月
己
巴
僚
の
刑
科
給
事
中
白
昂
等
言
〉
」
と
い
っ
た
設
が

見
ら
れ
る
。

(
川
拙
〉
『
遼
楢
』
甲

-
m
-
ω
(排
印
加
)
な
ど
。

(
お
)
例
え
ば
「
援
招
、
成
策
誘
峡
察
努
見
、
在
庖
相
腰
、
今
橋
病
故
、
未

審
駿
於
何
日
、
病
用
何
索
、
恐
有
別
情
」
「
嬢
招
、
凌
一

践
等
既
未
奥

菱
舜
成
交
手
、一
該
鯨
何
謂
舜
成
之
死
質
由
一
蹴
而
潟
葬
埋
乎
。
・
:
:
種

種
情
節
、
似
属
買
和
」
(
と
も
に
『
撫
准
小
草
』
巻

一
五
)
、
「
接
穂

小
金
子
年
十
一
歳
、
宣
使
能
倣
飯
而
嫌
其
遅
也
。
或
有
別
故
。」
(
『
止

国
集
』
巻
二
七

・
朔
巡
詳
股
・
理
刑
同
知
呈
)
な
ど
。

(
お
)
『
賀
政
録
』
巻
七
・
獄
政
・
排
盗
附
に
「
余
毎
見
招
中
盗
数
、
多
者

十
五
・
二
十
人
、
甚
者
三
十
人
、
某
人
分
某
物
若
干
、
某
人
分
某
物
若

干
、
一
一
分
明
、
種
種
招
獲
、
未
嘗
不
再
三
太
息
而
恨
鞠
獄
者
之
忍
於

殺
人
也
」
と
い
う
。

(
幻
)
原
文
「
是
陳
得
・
王
保
之
殺
人
、
均
魚
姦
情
所
使
、
推
原
其
心
、
首

時
己
蓄
殺
人
之
謀
、
不
特
同
謀
共
殴
市
己
」
。

(
犯
)
原
文
「
況
因
姦
威
逼
人
致
死
、
向
坐
斬
刑
。
今
際
得
等
因
姦
殺
死
親

夫
、
擬
以
前
罪
、
似
不
魚
柾
」
。

(
ぬ
)
原
文
「
但
陳
得
原
情
殴
奪
、
非
有
意
置
之
死
也
。
坐
以
謀
殺
、
不
無

過
重
。
陳
得
若
非
謀
殺
、
高
氏
態
否
擬
絞
」
。

(ω
〉
原
文
「
死
因
姦
致
、
不
信
用
無
故
。
合
行
改
擬
故
殺
、
情
罪
倶
篤
允

安」
。

(

4

)

嘉
靖
期
頃
ま
で
に
最
も
有
力
で
あ
っ
た
註
懇
書
『
律
篠
疏
義
』
は
闘

殴
殺
と
故
殺
を
区
別
し
て
「
嗣
者
、
初
無
殺
意
、
故
者
、
原
有
殺
謀
」

と
し
、
嘉
靖
後
牢
に
出
て
普
及
し
た
『
讃
律
漬
言
』
は
「
言
故
殺
者
、

故
意
殺
人
」
と
す
る
。

(
必
)
『
譲
律
潰
言
』
闘
殴
及
故
殺
人
。
少
し
後
の
王
肯
堂
『
筆
緯
』
も
こ

れ
を
踏
襲
す
る
。

(
必
)
別
に
賄
賂
や
悪
意
に
よ
っ
て
故
意
に
重
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
と
い

う
一
意
味
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
刑
訊
し
て

「殺
そ
う
と
謀
っ

た
」
と
供
述
さ
せ
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
。

(

H

H

)

遼
東
巡
撫
越
耀
の
批
は
「
嬢
招
、
各
犯
情
員
。
依
擬
。
陳
得

・
古両氏

監
候
詳
決
、

徐
二
等
殿
決
愛
落
、
王
保
巌
傘
、
奥
劉
三
男
結
。
徐
如

照
。
の
候
按
院
詳
行
。
貫
牧
牧
管
徹
」
。

(
江
町
)
特
に
『
撫
准
小
草
』
に
頻
見
さ
れ
る
。

(
必
)

滋
賀秀一一
一
『
清
代
中
園
の
法
と
裁
剣
』
(
創
文
位
、
一
九
八
四
年
)

七
五
頁
参
照
。

(
灯
)
例
え
ば
呉
亮
は
「
律
文
云
、
凡
謀
殺
人
因
而
得
財
者
、
無
論
殺
人
輿

否
、
並
同
強
盗
論
斬
、
蓋
謂
雨
人
同
諜
同
得
財
、
不
論
下
手
輿
否
皆
論

斬
、
非
謂
所
謀
之
人
不
論
死
輿
未
死
皆
斬
也
。
且
例
云
自
重
遂
劫
輿
槍

奪
者
、
情
跡
相
似
市
寅
不
向
。
人
多
而
有
兇
器
者
強
劫
也
、
人
少
而
無

兇
器
者
槍
奪
也
」
云
々
と
の
解
緯
か
ら
分
守
口
北
道
の
擬
罪
を
批
剣
し

て
い
る
(
『
止
園
集
』
袋
二
七
・
分
守
口
北
道
呈
)
。
た
だ
し
、
も
と
の

報
告
書
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
議
論
の
安
嘗
性
は
剣
じ
難
い
。

(
必
)
例
え
ば
『
撫
准
小
草
』
巻

一
五
に
は
「
援
招
、
劉
養
性
等
俵
以
捕

快
、
妄
孝
良
民
、
勝
捨
多
家
財
畜
、
擬
徒
是
否
蓋
法
、
仰
府
覆
審
、
限

文
到
五
日
招
解
」
と
、
漠
然
た
る
疑
念
だ
け
で
再
審
を
命
じ
て
い
る
批

さ
え
あ
る
。
ま
た
『
撫
新
行
革
』
所
牧
の
批
で
は
、
律
例
の
適
用
に
つ

い
て
具
鐙
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
自
堕
皆
無
に
近
い
。

(
同
日
〉
原
文
「
援
招
、
秦
氏
因
高
四
取
討
欠
銀
、
伊
男
高
長
害
時
一
叫
罵
於
先
、

本
婦
祉
殿
於
後
、
復
告
好
情
、
以
致
高
四
自
給
身
死
。
止
擬
罵
期
親
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律
、
是
否
意
事
」
。

(
印
)
原
文
「
高
長
室
町
係
官
同
四
卑
幼
、
本
無
威
逼
、
但
先
用
言
致
篤
。
其
母

秦
氏
:
:
:
、
情
類
威
遷
、
止
坐
殴
傷
期
親
、
委
未
登
事
。
但
秦
氏
係
高

四
弟
婦
、
似
亦
無
威
、
且
検
無
致
命
重
傷
。
若
依
律
擬
絞
、
終
可
斡

疑」。

(
日
)
雷
夢
麟
『
讃
律
潰
言
』
に
見
え
る
設
。
同
室
田
の
成
立
を
嘉
靖
三

O
年

頃
と
す
る
の
は
、
唐
植
『
法
綴
』
〈
中
園
祉
舎
科
皐
院
歴
史
研
究
所
明

史
研
究
室
編
『
明
史
資
料
叢
刊
』
第
五
輯
(
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九

八
六
年
)
所
枚
)
讃
律
演
言
に
よ
る
。

(
臼
)
嘉
靖
一
六
年
大
理
寺
奏
准
(
東
洋
文
庫
所
臓
の
用
園
立
北
卒
園
書
館

奮
蔵
明
紗
本
景
照
『
刑
部
事
宜
』
〉
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
外
、

二
九
年
の
『
問
刑
僚
例
』
で
は
「
凡
子
孫
威
逼
祖
父
母
父
母
、
妻
妾
威

道
夫
之
-
祖
父
母
父
母
至
死
者
、
倶
比
殴
者
律
、
奏
請
定
奪
」
と
し
、
高

暦
=
二
年
の
『
問
刑
篠
例
』
で
は
そ
れ
に
「
其
妻
妾
威
逼
夫
致
死
者
、

比
依
妻
敵
失
至
篤
疾
者
律
、
絞
」
を
附
加
し
て
い
る
。

(
臼
)
『
鎌
准
小
草
』
巻
一
五
。
ま
た
嘉
靖
二
六
年
四
月
の
日
附
を
も
っ

『
遼
楢
』
甲

-m
・
印
(
排
印
加
)
で
は
夫
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
と

認
定
さ
れ
た
妾
が
「
威
逼
期
親
傘
長
致
死
」
に
擬
さ
れ
、
巡
按
も
認
め

て
念
の
た
め
別
官
に
再
審
さ
せ
た
結
果
、
同
じ
擬
罪
に
達
し
て
い
る
。

既
漣
の
よ
う
に
、
妾
に
と
っ
て
夫
は
期
親
よ
り
上
な
の
で
、
こ
の
律
を

そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
誤
り
の
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
ま
で
の
時

黙
で
気
附
い
た
者
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
弘
〉
非
常
に
よ
く
あ
る
言
い
回
し
で
あ
る
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
時
期
に
限

っ
て
も
、
例
え
ば
『
篠
例
備
考
』
刑
部
巻
二
・
折
納
紗
債
(
嘉
靖
四
年

刑
部
題
)
、
『
明
貫
録
』
隆
慶
三
年
正
月
己
巳
僚
の
隆
慶
一
帝
の
語
な
ど

に
見
え
る
。

(
日
〉
『
明
貫
録
』
嘉
靖
一
五
年
閏
一
一
一
月
庚
午
僚
に
「
穀
:
:
:
審
識
法
司

重
因
。
上
以
法
官
多
不
諸
律
比
、
任
情
出
入
、
有
菟
濫
:
:
:
」
と
あ

る。

(
日
)
嘉
靖
一
一
年
二
月
の
都
察
院
題
は
巡
撫
・
巡
按
の
職
務
競
合
が

「
甚
者
申
呈
之
批
答
不
向
、
徒
軍
之
定
設
相
惇
」
と
の
こ
と
か
ら
職
掌

分
措
を
定
め
た
が
(
『
篠
例
備
考
』
都
通
大
例
巻
一
・
専
責
任
以
明
憲

鐙
)
、
二
一
年
四
月
の
都
御
史
毛
伯
温
題
で
は
「
近
年
以
来
、
叉
多
優

越
、
互
相
乗
異
、
以
致
下
司
難
於
遵
守
、
徒
懐
観
望
、
文
品
位
積
滞
、
迄

無
杜
紹
。
合
無
今
後
各
照
職
掌
、
不
得
の
行
侵
越
、
中
開
事
有
相
関

者
、
亦
宜
卒
心
易
気
、
惟
虚
是
主
、
不
得
向
気
求
勝
、
移
怒
属
官
」
と

言
わ
れ
て
い
る
(
同
・
明
職
守
〉
。

(

m

w

)

註
(

1

)

拙
稿
参
照
。
な
お
、
こ
の
制
度
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
本
稿

で
は
や
や
改
め
た
。

(
関
)
東
京
大
拳
東
洋
文
化
研
究
所
に
単
行
本
ら
し
き
も
の
が
牧
蔵
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
『
鼎
鋳
大
明
律
例
法
司
増
補
刑
書
援
曾
』
に
附
録
さ
れ
て

い
る
。

(
印
)
『
巡
方
線
約
』
第
四
部
約
類
・
刑
属
。

(
印
〉
『
明
賃
銭
』
隆
慶
六
年
正
月
庚
午
僚
の
刑
科
都
給
事
中
前
債
等
言
。

(
間
以
〉
「
務
在
情
員
罪
嘗
、
覆
奏
庭
決
、
有
寛
抑
異
詞
及
情
可
衿
疑
者
、
奏

請
定
奪
」
(
『
明
貫
録
』
嘉
靖
一

O
年
九
月
甲
寅
篠
の
上
議
)
な
ど
と

言
わ
れ
、
持
疑
の
場
合
は
奏
請
す
る
よ
う
に
-
記
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
る
が
、
後
述
の
『
明
嘉
靖
三
十
四
年
案
巻
』
や
『
止
園
集
』
巻
二

五
・
誠
書
な
ど
に
は
直
接
再
審
理
を
命
じ
た
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ

る
。
不
審
な
黙
が
あ
っ
た
場
合
、
た
だ
ち
に
上
奏
せ
ず
再
確
認
さ
せ
る
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手
掛
硝
き
を
踏
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
臼
)
『
明
貫
録
』
嘉
靖
二

O
年
三
月
丙
午
僚
に
「
査
差
官
審
録
事
例
、
原

勘
原
問
官
出
入
等
罪
、
悉
克
究
開
」
と
あ
る
。

(
臼
)
『
僚
例
備
考
』
都
通
大
例
各
一
・
御
史
除
好
弊
。

(
臼
〉
検
索
カ
l
ド
に
記
さ
れ
た
書
名
。
同
研
究
所
の
漢
籍
分
類
目
録
で
は

「
明
嘉
靖
中
案
巻
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
臼
)
乾
隆
『
西
安
府
士
山
』
巻
二
四

・
職
官
志
・
明
・
西
安
府
知
府
の
項
に

「
陳
天
一
服
、
山
西
津
州
人
」
と
あ
る
。

(
白
山
)
嘉
靖
二
六
年
二
月
の
刑
部
題
(
『
僚
例
備
考
』
刑
部
巻
三
・
癖
問

払
打
疑
犯
人
後
奉
決
車
)
は
斬
罪
に
問
わ
れ
た
犯
人
に
つ
い
て
「
都
察
院

類
題
、
奉
有
決
皐
」
と
表
現
し
て
い
る
。
註
(

2

)

所
引
の
手
緩
き
と
考

え
合
わ
せ
て
、
決
翠
と
は
刑
部
・
都
察
院
が
題
請
し
、
大
理
寺
に
よ
る

閥
復
奏
の
後
に
「
奉
有
明
旨
依
律
庭
決
者
」
と
さ
れ
た
死
罪
囚
の
こ
と

を
、
大
理
寺
か
ら
刑
部
・
都
察
院
経
由
で
蛍
該
街
門
に
通
知
し
た
文
書

と
見
ら
れ
る
。

(
m
山
)
『
明
貫
録
』
蔦
暦
二
年
一

O
月
笑
丑
僚
に
「
(
張
)
居
正
因
奏
、
嘉

靖
初
年
、
法
司
奏
態
決
死
因
不
遇
七
八
十
人
、
・
・
・
・
至
中
年
後
、
世
宗

奉
玄
、
叉
好
群
瑞
、
毎
週
有
吉
群
事
、
間
停
止
行
刑
、
故
今
審
録
重
囚

至
四
百
徐
人
」
と
あ
る
。
停
刑
に
反
射
す
る
た
め
の
設
言
で
、
隆
慶
六

年
聞
の
説
明
が
つ
か
な
い
な
ど
問
題
は
あ
る
が
、
大
九
の
朕
況
を
よ
く

表
し
て
い
る
。

(
伺
)
『
明
貫
録
』
に
は
、
嘉
靖
二

O
、
二
八
年
の
後
、
三
二
年
ま
で
特
に

停
刑
の
記
事
は
な
い
。

(
印
)
『
大
明
律
』
刑
律
・
断
獄
・
死
因
覆
奏
待
報
。

(
初
)
蔦
麿
『
大
明
曾
典
』
巻
一
七
七
・
決
因
。

(
礼
)
『
明
貫
録
』
正
徳
二
二
年
一

O
月
丁
丑
篠
に
「
大
祭
士
楊
廷
和
等

言
、
毎
歳
法
司
曾
審
過
重
囚
、
例
該
冬
前
庭
決
、
先
期
該
科
=
一
覆
具

奏
、
奉
有
欽
依
、
押
赴
市
曹
行
刑
之
日
、
各
犯
家
属
叉
訴
寛
子
登
開
鼓

下
、
直
鼓
給
事
中
隠
即
封
準
、
或
暫
停
刑
者
、
特
遺
校
尉
批
手
留
之
、

皆
子
頃
刻
之
関
、
取
旨
定
奪
、
此
係
租
宗
奮
制
、
累
朝
運
行
己
久
」
と

あ
る
が
、
こ
の
手
績
き
ど
お
り
に
で
き
る
の
は
京
師
の
み
で
あ
る
。
地

方
で
も
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
に
は
違
い
な
い
が
、
具
鐙
的
手

績
き
は
不
明
で
あ
る
。

(

η

)

『
傑
例
備
考
」
都
通
大
例
巻
一
・
重
犯
奏
曲
問
分
別
上
下
中
十
年
。

(

η

)

も
っ
と
も
寅
際
に
は
自
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
。
『
明
貫
録
』
正
統
八

年
七
月
己
卯
僚
に
は
、
兄
を
謀
殺
し
て
凌
濯
庭
死
と
決
ま
っ
た
男
が
五

固
ま
で
臨
刑
訴
菟
を
行
い
、
母
親
ま
で
罪
に
巻
き
込
も
う
と
す
る
に
及

ん
で
、
皇
帝
が
即
時
執
行
を
命
じ
た
と
の
記
載
が
あ
る
。

(
丸
)
『
大
明
律
』
刑
律
・
断
獄
・
滝
禁
に
期
限
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

例
え
ば
嘉
靖
四
年
二
月
刑
部
題
准
で
「
-
内
外
問
刑
街
門
、
今
後
務
要
遷

照
律
例
日
期
、
部
信
用
設
落
」
を
、
七
年
刑
部
題
准
で
「
有
賂
干
詮
卒
人

弁
笈
落
囚
犯
、
故
行
掩
禁
致
死
者
、
:
:
:
依
律
問
罪
」
を
定
め
る
な
ど

(
い
ず
れ
も
『
嘉
靖
新
例
』
所
牧
)
、
再
三
申
明
さ
れ
て
い
る
。

〈
市
)
清
代
の
秋
審
に
つ
い
て
は
滋
賀
註
(
必
)
書
二
四
二
五
頁
参
照
。

(
叩
山
)
張
居
正
が
決
囚
の
数
を
考
成
法
に
入
れ
た
こ
と
は
悪
名
高
い
が
(
小

野
和
子
『
明
季
黛
社
考
』
三

Ol--
一
一
頁
参
照
)
、
数
を
合
わ
せ
る
た

め
「
罪
な
き
民
衆
ま
で
罪
人
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」

と
い
う
ご
と
き
批
剣
は
、
反
射
涙
の
誇
張
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
死

刑
剣
決
を
受
け
て
も
執
行
さ
れ
な
い
罪
囚
の
多
さ
が
、
こ
の
施
策
の
理

由
で
あ
り
(
註

(mU所
引
の
上
奏
参
照
〉
、
わ
ざ
わ
ざ
死
刑
囚
を
増
や
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す
ま
で
も
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

〈
作
〉
『
明
貫
録
』
寓
暦
五
年
正
月
壬
子
篠
に
「
稔
法
司
、
近
来
各
庭
裁
報

重
囚
、
一
省
有
至
千
除
入
者
、
所
庭
決
止
三
四
人
、
徐
の
滝
禁
、
死
子

筆
楚
。
此
皆
各
巡
按
御
史
故
這
明
旨
、
堅
踏
宿
弊
」
と
あ
る
。

(
祁
)
『
寅
政
録
』
巻
七
・
獄
政
・
監
犯
に
「
毎
議
決
図
、
大
省
不
及
十

人
、
即
決
先
及
強
盗
、
強
盗
裁
決
、
向
不
能
意
。
是
以
重
囚
自
信
老
死

獄
中
、
越
獄
反
遼
其
第
、
故
脱
監
之
念
不
萌
」
と
あ
る
。

(
叩
〉
『
貨
政
録
』
巻
七
・
獄
政
・
監
犯
。

(
加
〉
『
傑
例
備
考
』
都
察
院
各
一
で
は
十
二
年
開
(
奏
諮
無
産
繁
賊
還
官

罪
犯
)
、
十
四
年
開
(
奏
鈴
入
官
賊
犯
)
そ
れ
ぞ
れ
覧
追
を
受
け
て
い

た
者
の
償
還
亮
除
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
引
叫
〉
嘉
靖
四
年
二
月
題
准
、
一

O
年
七
月
奏
准
(
『
篠
例
備
考
』
刑
部
巻

一
・
迫
賊
無
産
、
同
・
軍
犯
賊
銀
数
少
〉
に
見
ら
れ
る
な
ど
遁
常
で
も

問
題
観
さ
れ
て
は
い
る
が
、
刑
部
署
郎
中
廃
槙
等
の
上
奏
(
『
誠
獄
稿
』

径
一
)
に
「
我
租
宗
朝
、
五
年
差
官
審
録
、
凡
迫
賊
人
犯
、
多
従
寛

貸
」
と
あ
る
よ
う
に
、
審
録
時
に
は
恒
例
の
問
題
で
あ
っ
た
。

(
位
)
嘉
靖
一
五
年
一
一
月
六
日
の
詔
に
「
果
有
究
抑
、
即
興
解
理
、
不
許

拘
泥
成
案
」
(
『
明
貫
録
』
同
日
僚
)
と
あ
る
よ
う
に
全
く
の
常
套
句

で
あ
る
が
、
原
間
官
が
い
る
場
合
に
は
困
難
で
あ
っ
た
。
嘉
靖
四

O
年

七
月
の
刑
部
題
(
『
増
修
僚
例
備
考
』
刑
部
巻
一
・
申
明
審
録
罪
犯
詳

鞠
斡
疑
〉
は
「
巡
按
在
外
曾
審
之
際
、
或
滞
成
案
、
或
碍
問
官
、
其
関

果
有
斡
疑
、
刑
官
必
欲
原
宥
、
少
梯
其
意
、
則
誇
議
霊
起
、
因
以
阻

擦
」
と
い
う
。

(
出
)
例
え
ば
態
横
『
誠
獄
稿
』
(
註
(

M

∞
〉
参
照
)
巻
二
・
蘇
松
等
庭
曾
審

疏
で
「
情
有
可
疑
」
に
入
れ
ら
れ
た
者
の
中
に
は
「
今
陸
糠
(
共
犯
者

の
名
)
既
逃
、
身
屍
復
壊
、
詮
佐
多
更
、
輿
論
亦
演
。
欲
以
一
日
有
限

之
力
、
破
十
年
不
決
之
獄
、
似
亦
難
失
」
と
説
明
さ
れ
た
者
が
い
る
。

(
創
出
)
例
え
ば
『
誠
獄
稿
』
を
校
訂
刊
刻
し
た
常
州
府
遁
剣
周
南
は
、
序
文

で
膝
槙
を
「
多
所
卒
反
」
と
表
し
て
い
る
。

(
邸
〉
原
文
「
貌
洪
以
小
念
而
起
殺
心
、
因
子
而
中
其
父
。
殺
雄
誤
而
情

賞
、
故
論
斬
不
気
」
。

(
部
)
一
九
八
一
年
、
天
津
古
籍
書
庖
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
。
同
書

広
の
「
設
明
」
ど
お
り
「
流
停
紹
少
」
で
あ
る
が
、
原
本
が
ど
こ
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
記
載
が
な
い
。

(
加
山
〉
嘉
靖
九
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
の
詔
で
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
寅
施
は

お
そ
ら
く
翌
一

O
年
で
あ
ろ
う
。

(
∞
∞
)
『
脇
田
例
備
考
』
刑
部
巻
二
・
講
讃
律
例
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
嘗
時

藤
槙
の
正
規
の
官
は
刑
部
員
外
郎
で
あ
る
。

(
的
〉
原
文
「
但
査
原
招
既
穂
、
沈
克
賢
飢
拳
賜
打
、
観
用
竹
棒
殴
打
、
則

其
屍
傷
必
多
、
何
後
検
験
傷
痕
止
及
二
庭
。
況
獄
始
謹
於
讐
人
之
口
、

未
経
於
衆
見
之
員
。
或
者
王
安
寧
因
鉄
致
死
、
如
初
勘
所
云
者
、
亦
未

可
知
、
法
雄
難
於
癖
問
、
情
移
渉
於
疑
似
」
。

(
卯
)
原
文
「
翁
昌
止
是
知
情
分
寄
、
既
非
造
意
、
叉
無
共
謀
、
問
擬
前

罪
、
輿
律
不
合
。
除
知
情
受
寄
罪
名
外
、
改
擬
知
強
盗
後
而
分
臓
、
計

所
分
賊
、
准
籍
盗
潟
従
論
、
一
百
二
十
貫
、
減
一
等
菟
刺
律
、
杖
一
吉

徒
三
年
、
有
大
詰
及
遇
蒙
恩
例
、
逼
減
二
等
、
杖
八
十
徒
二
年
」
。

(
侃
)
『
宜
焚
全
稿
』
各
一
八
・
崇
頑
七
年
九
月
初
二
日
附
の
題
本
。

(
位
)
『
明
貫
録
』
高
暦
五
年
六
月
己
己
保
。

(
回
)
『
明
寅
録
』
寓
暦
五
年
七
月
庚
戊
僚
。
賞
際
に
允
駁
の
多
寡
に
よ
っ

て
審
録
官
の
考
課
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
『
明
貫
録
』
寓
暦
一
一
年
二
月

-79ー



292 

丙
戊
僚
に
見
え
る
。

(
山
内
)
例
え
ば
『
僚
例
備
考
』
都
察
院
巻
二

・
鰍
殴
従
兄
扶
傷
致
死
で
は
供

述
に
食
い
違
い
が
あ
っ
て
「
不
無
可
疑
」
で
あ
る
が
他
の
事
情
か
ら

「終
属
有
因
」
と
し
、
同

・
威
力
制
縛
人
命
で
は
、
も
と
威
力
制
縛
人

律
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
は
「
招
情
輿
律
甚
合
」
で
あ
る
と
し
て
、
各

々
巡
按
の
言
い
分
を
退
け
る
。

(
町
田
)
前
者
は
例
え
ば
『
篠
例
備
考
』
都
察
院
巻
一
・
情
員
罪
犯
、
後
者
は

例
え
ば
同

・
各
二
・
盟
問
問
衿
疑
重
一
犯
。

(
町
四
)
『
誠
獄
稿
』
各
一
・
明
律
例
以
建
民
命
以
隆
聖
治
疏
。

〈

m
む
原
文
「
九
此
数
者
、
皆
民
所
易
犯
、
法
家
所
常
用
之
文
、
而
謬
戻
舛

鈴
如
此
、
其
他
叉
宣
臣
等
所
能
登
述
哉
。
推
究
弊
源
、
護
因
律
文
深

奥
、
例
文
簡
略
、
而
各
該
官
司
得
以
随
意
講
解
、
任
情
引
用
、
政
非
査

一
、
官
無
定
守
」
。

(
m
m
)

仁
井
田
陸
『
中
園
法
制
史
研
究
刑
法
』
(
東
京
大
塵
出
版
舎
、
一

九
五
九
年
)
豆
三
|
五
三
六
頁
、
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と

裁
剣
機
構
」
(
『
宮
崎
市
定
全
集
』
U
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
年
)
所

牧
)
参
照
。

(
拘
)
『
篠
例
備
考
』
刑
部
巻
二
・
懲
貧
酷
以
途
民
生
。
原
文
「
積
年
以

来
、
或
因
一
事
而
奏
篤
一
例
、
是
皆
出
於
一
人
一
時
之
見
、
中
開
非
惟

不
足
以
夜
明
律
意
、
而
輿
前
例
亦
相
矛
盾
」
。

(
川
)
『
皇
明
傑
法
事
類
纂
』
も
そ
う
し
た
編
纂
物
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま

た
成
化
期
に
は
「
在
京
書
坊
刊
行
大
明
律
」
に
附
録
さ
れ
た
「
舎
定
見

行
律
」
と
稽
す
る
百
八
燦
(
「
奏
准
見
行
事
例
」
を
編
纂
し
た
も
の
ら
し

い
〉
が
出
回
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
援
棄
底
分
に
遭
っ
て
い
る
(
『
明

貫
録
』
成
化
一
五
年
間
一

O
月
甲
戊
篠
)
。

(
川
)
註
(

1

)

拙
稿
参
照
。

(
川
〉
『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
巻
四
三

・
親
属
相
姦
不
分
成
輿
未
成
倶
問
本

罪
例。

(
川
)

原
文

「護
詳
律
意
・
・
:
、
惟
親
属
相
姦
、
事
干
倫
理
、
本
篠
不
裁
未

成
姦
之
文
」
。

(
川
)
王
樵
築
・
王
肯
堂
集
律
『
大
明
律
附
例
』
(
内
閣
文
庫
所
蔵
)
の
同

僚
に
引
く
嘉
矯
七
年
間
一

O
月
附
の
南
京
大
理
寺
奏
。
康
照
刊
『
王
肯

堂
築
穆
』
で
は
議
論
の
み
を
牧
録
。
な
お
『
篠
例
備
考
』
刑
部
各

一
-

親
属
強
姦
未
成
も
同
じ
問
題
に
つ
い
て
の
刑
部
題
で
あ
る
が
、
議
論
は

ほ
と
ん
ど
載
録
さ
れ
て
い
な
い
。

(
川
〉
『
僚
例
備
考
』
都
通
大
例
巻

一・

定
受
財
在
法
之
罪
。
原
文
「
看
律

者
、
必
前
後
相
多
、
然
後
見
其
凡
目
相
承
、
血
脈
遁
貫
。
若
執
一
句
一

字
、
而
不
相
考
訂
、
則
有
磯
市
難
以
登
遁
尖
」
。

(
川
)
『
明
貫
録
』
隆
慶
三
年
正
月
己
己
保
。

(
川
)
な
お
、
こ
の
時
に
は
犯
姦
の
買
休
賓
休
律
の
扱
い
に
つ
い
て
も
問
題

に
な
っ
て
い
る
が
、
議
論
が
繁
雑
に
な
る
の
で
割
愛
し
た
。

(
川
)
前
者
は
『
傑
例
備
考
』
刑
部
巻
三
・
申
議
印
信
押
字
、
後
者
は
同

・

刑
部
径
一

・
在
官
人
役
問
在
法
、
及
び
都
通
大
例
巻
一
・
定
受
財
在
法

之
罪
。

(
川
〉
例
え
ば

『律
傑
疏
議
』
の
張
措

・
『
大
明
律
集
解
』
の
胡
唆
は
御
史

で
あ
り
、
既
述
の
刑
部
司
官
謄
墳
は
『
大
明
律
律
義
』
を
著
し
、
『
讃

律
潰
言
』
は
雷
夢
麟
が
刑
部
員
外
郎
の
時
か
そ
れ
以
前
に
書
き
上
げ
ら

れ
た
。

(
川
)
『
僚
例
備
考
』
刑
部
各
二

・
議
讃
律
例
。

(
川
)
『
篠
例
備
考
』
刑
部
巻
二

・
定
新
例
以
補
律
一
意
、
同
・
懲
貧
酷
以
途
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民
生
。

(
山
〉
嘉
靖
一
一
一
一
年
八
月
刑
部
題
(
『
僚
例
備
考
』
刑
部
巻
二
・
懲
貧
酷
以

途
民
生
〉
。

(
川
)
『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
巻
四
三
第
七
業
(
目
録
に
は
「
建
言
民
情
」

と
題
さ
れ
る
)
に
引
く
直
隷
武
卒
衛
指
揮
等
の
建
言
で
は
、
参
関
し
た

三
種
類
の
刊
本
に
「
姦
義
女
」
の
一
節
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ

り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
わ
か
ら
な
い
と
言
う
。

(
川
〉
「
進
新
刻
大
明
律
附
例
題
稿
」
(
『
鼎
鋳
大
明
律
例
法
司
増
補
刑
書

援
舎
』
所
牧
〉
。
文
武
官
犯
私
罪
の
「
凡
文
官
」
を
「
凡
文
武
官
」
と

し
た
り
、
親
腐
相
気
容
隠
の
「
減
凡
人
三
等
」
を
「
減
犯
人
三
等
」
と

し
た
り
す
る
か
な
り
重
大
な
誤
り
十

一
一
件
を
摩
げ
て
い
る
。

(
川
〉
『
僚
例
備
考
』
刑
部
径

一・

富
主
故
勘
強
姦
担
捕
。

(
川
)

『
篠
例
備
考
』
刑
部
各

一
・
親
嵐
有
犯
悉
照
名
分
科
断
。

(
川
〉
『
候
例
備
考
』
刑
部
各
一
・
先
犯
籍
盗
叉
犯
捨
奪
、
同
・
刑
部
各

二
・
設
掘
墳
塚
な
ど
。

(
川
)
『
檎
修
傑
例
備
考
』
数
。
な
お
凡
例
に
よ
れ
ば
奮
『
燦
例
備
考
』
は

「自
先
朝
吃
隆
慶
年
関
」
と

い
う
が
、
内
閣
文
庫
所
臓
の
『
僚
例
備

293 

考
』
が
含
む
の
は
嘉
靖
年
聞
の
も
の
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
言
及
さ
れ

る
他
の
特
徴
は
す
べ
て

一
致
す
る
の
で
、
内
閣
文
庫
本
が
『
培
修
僚
例

備
考
』
の
前
編
で
あ
る
こ
と
は
閲
這
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
山
)
『
法
綴
』
恭
繋
公
駁
稿
。

(
川
)
隆
慶
初
年
に
成
っ
た
と
見
ら
れ
る
『
法
綴
』
は
「
欲
検
以
臨
応
用
甚

便
」
と
評
債
し
、
清
初
に
成
っ
た
沈
之
奇
豆
穴
清
律
輯
註
』
が
主
に
引

く
の
は
『
婆
穣
』
と
『
瑛
言
』
で
あ
る
。

(
山
)
以
上
、
高
暦
一

一一一年四
月
初
四
日
附
「
重
修
問
刑
篠
例
題
稿
」
(
『
鼎

鈍
大
明
律
例
法
司
増
補
刑
室
百
援
曾
』
所
牧
〉
に
ま
と
め
る
。

(
山
)
「
進
新
刻
大
明
律
附
例
題
稿
」
。

(
山
〉
『
増
修
傑
例
備
考
』
刑
部
巻
二
・
問
刑
官
員
講
究
律
例
。

(
川
〉
『
櫓
修
傑
例
備
考
』
刑
部
巻
二

・
績
議
問
刑
未
登
傑
例
。

(川〉

谷
井
俊
仁
「
清
律
」
(滋
賀
秀
三
編
『
中
園
法
制
史
基
本
資
料
の

研
究
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
九
三
年
)
所
枚
)
五
八
五
|
五
八

六
頁
参
照
。

(
川
)
滋
賀
註
〈
組
閣
〉
書
七
九
|
八

O
頁
に
削
到
す
る
目
次
の
内
容
摘
記
。
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dynasty's attitudeto protectthe commoner, but by the legal system itself.

THE STANDARDIZATION OF THE INTERPRETATION

　　

AND APPLICATION OF THE MING CODE明律

Tanii Yoko

　　

From the end of 15th to the early 16th century, the government of the

Ming dynasty set up the procedures which controlled its judicial organs

more strictly.　That is, judgements of the local tribunals began to be

regularly reviewed by the higher levels of government and the supervisors.

However, mere　procedures cannot guarantee effective control.　In this

paper, I have　clarified the process by which the judicial review system

came to be effective, concentrating on the problem how the criteria for

judgement (especially　the　interpretation　and application of the Miｱﾌｇ

Code') had been standardized. For ｅχistence of such standard criteria is

prerequisite for any ｅ伍ｃｉｅｎtreview｡

　　

０ｎ analysis of ａ certain amount of ｏ伍cial documents, it turns out that

judicial o伍cials in the 16th century were generally at an ｅχtremely low

level ０ｆknowledge about criteria for j udgement. But on ｅχami nation of

the arguments of ｏ伍cials at the time, it proves that the enforcement of

judicial review by the supervisors caused the standardization of criteria.

Thereafter the understanding of necessity for standardized criteria had

penetrated through the ｏ伍cialdom, and the ｏ伍cials began to establish clear

criteria and to inform each judicial o伍cial well with more effort. These

facts show that the control on the judicial organs under the Ming dynasty

had developed in higher ｅ伍ciency from the mid-16th century.
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