
太
田

出

著

中
國
�
世
の
罪
と
罰

︱
︱
犯
罪
・
警
察
・
監
獄
の
社
會
�

︱
︱

高

�

拓

兒

本
書
は
太
田
出
氏

(以
下
著
者
)
が
一
九
九
八
年
度
に
大
阪
大
學
に
提
出
し
た
學
位
論
�
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
︑
一
～
九
違
に
相
當
す
る

部
分
は
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
學
會
誌
等
に
個
別
の
論
�
と
し
て
發
表
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
今
囘
の
單
著
と
し
て
再



成
す
る
�

で
は
︑
書
き
下
ろ
し
の
序
違
・
�
違
お
よ
び
十
違
が
加
え
ら
れ
た
ほ
か
︑
既
發
表
の
論
�
に
も
必
�
に
應
じ
た
補
訂
が
施
さ
れ

て
お
り
︑
本
書
は
お
よ
そ
二
十
年
に
亙
る
著
者
の
硏
鑽
を
經
て
完
成
し
た
重
厚
な
硏
究
書
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
個
別
の
論
�
に
お
い
て

も
︑
中
國
社
會
�
・
法
制
�
等
の
諸
分
野
に
大
き
な
刺
激
を
與
え
て
き
た
著
者
の
硏
究
が
單
著
に
ま
と
め
ら
れ
た
�
義
は
大
き
く
︑
學
界
待
�

の
一
册
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
は
心
か
ら
喜
び
た
い
︒
な
お
︑
本
書
の
本
論
部
分
は
大
き
く
�
後
�
に
分
か
れ
︑
�
�
の
一
～
五
違
は
第

Ⅰ
部
﹁
犯
罪
と
警
察
の
�
世
﹂︑
後
�
の
六
～
十
違
は
第
Ⅱ
部
﹁
監
獄
の
�
世
﹂
を


成
し
て
い
る
︒
以
下
︑
本
�
で
は
ま
ず
本
書
の
槪
�
を

整
理
し
た
上
で
︑
若
干
の
�
感
を
営
べ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
Ⅰ
部
﹁
犯
罪
と
警
察
の
�
世
﹂
で
は
︑
十
七
世
紀
に
登
場
し
た
淸
�
が
東
ア
ジ
ア
の
�
世
を
特
徵
づ
け
る
人
口
爆
發
や
社
會
の
液
動
�
に
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い
か
な
る
反
應
を
示
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
對
し
︑
と
く
に
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
淸
�
の
治
安
維
持
機


の
展
開
を
具
體
例
と
し
た
一
つ

の
解
が
示
さ
れ
て
ゆ
く
︒
ま
ず
︑
冒
頭
の
一
違
﹁
�
世
東
ア
ジ
ア
人
口
の
增
加
・
移
動
と
﹁
�
世
﹂
�
犯
罪
﹂
で
は
︑
�
年
の
時
代
區
分
論
に

お
け
る
﹁
�
世
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
た
上
で
︑
そ
の
�
世
�
狀
況
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
犯
罪
や
惡
"
の
態
樣
が
示
さ
れ
︑
こ
れ

に
淸
�
や
地
域
社
會
が
い
か
に
對
處
し
た
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
︑
讀
者
を
二
違
以
影
の
議
論
へ
と
#
い
て
ゆ
く
︒

こ
れ
を
$
け
た
二
違
﹁
綠
營
の
﹁
汛
﹂
の
設
置
・
管
&
區
域
と
市
鎭
の
“
領
域
”﹂
と
三
違
﹁
農
村
空
閒
に
お
け
る
犯
罪
動
向
と
市
鎭
*
民
﹂

で
は
︑
綠
營
の
�
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
﹁
汛
﹂
を
+
じ
た
警
察
機



(
汛
防
制
度
)
の
展
開
が
︑
江
南
デ
ル
タ
を
對
象
と
し
て
論
じ
ら
れ

る
︒
そ
も
そ
も
綠
營
は
︑
淸
�
の
中
國
荏
�
の
,
行
�

で
-
�
の
軍
.
を
/
收
・
再
0
し
て
成
立
し
た
も
の
だ
が
︑
十
八
世
紀
に
入
る
と
︑

そ
の
末
端
に
あ
た
る
汛
が
農
村
に
ま
で
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
汛
の
組
織
や
�
置
︑
機
能
を
具
體
�
に
-
ら
か
に
し
た
の
が
二
違
で

あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ま
ず
營−

大
汛−
小
汛
と
い
う
指
揮
系
瓜
の
存
在
︑
お
よ
び
江
南
デ
ル
タ
の
大
汛
に
は
市
鎭
に
�
置
さ
れ
る
分
防
大
汛
と

縣
城
な
ど
に
�
置
さ
れ
る
城
守
汛
が
あ
り
︑
事
例
と
し
て
は
�
者
が
多
數
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
確
2
さ
れ
る
︒
一
方
︑
そ
の
大
汛
の
指
揮
下

に
置
か
れ
た
小
汛
は
︑
市
鎭
を
中
心
と
し
た
3
+
路
沿
い
に
�
置
さ
れ
︑
そ
の
5
�
な
任
務
は
人
と
物
の
移
動
の
保
護
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
江

南
デ
ル
タ
の
低
鄕
地
域
で
は
︑
市
鎭
を
中
心
と
す
る
大
汛
の
管
&
區
域
が
︑
市
鎭
の
領
域

(な
わ
ば
り
)
や
そ
の
市
場
圈
と
重
な
り
合
う
傾
向

が
見
$
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
そ
の
管
&
區
域
が
淸
末
の
自
治
區
域
に
繼
承
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
續
く
三
違
で
は
︑
か
か

る
汛
防
制
度
の
展
開
の
經
雲
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
蹈
み
7
ん
だ
分
析
が
加
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
江
南
デ
ル
タ
の
汛
防
制
度
で
は
︑
他
の
地
域

に
比
し
て
高
密
度
な
警
備
網
が


築
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
都
市
と
市
鎭
・
農
村
を
結
ぶ
水
路
で
の
强
盜
・
竊
盜
の
多
發
に
對
處
す
る
た
め
で

あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
れ
を
$
け
て
農
村
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
汛
は
︑﹁
も
は
や
軍
.
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
警
察
の
:
出
�
な

い
し
;
在
�
に
�
い
も
の
﹂
(一
一
四
頁
)
と
な
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
汛
防
制
度
の
展
開
は
︑
國
家
に
よ
る
一
方
�
な
施
策
と
し

て
,
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
治
安
の
安
定
を
求
め
た
市
鎭
指
#
層
の
誘
致
に
よ
っ
て
實
現
す
る
場
合
も
あ
っ
た
︒

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
な
汛
防
制
度
の
整
備
・
展
開
は
︑
5
に
十
八
世
紀
�
�
の
雍
正
=
に
,
行
し
た
が
︑
こ
れ
に
續
く
乾
隆
�
=
の
江
南
デ
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ル
タ
で
は
︑
縣
丞
・
5
?
の
佐
貳
官
が
大
型
市
鎭
に
移
;

(分
防
)
し
︑
州
縣
の
領
域
を
分
割
し
た
管
&
區
域
を
A
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ

の
現
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
四
違
﹁
佐
貳
・
雜
職
の
市
鎭
へ
の
移
;
と
管
&
區
域
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
考
察
の
結
果
︑
縣
丞
・
5
?
お

よ
び
-
代
以
來
各
地
に
分
防
し
て
い
た
B
檢
ら
下
C
地
方
官
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
管
&
區
域
に
お
け
る
警
察
業
務
︑
さ
ら
に
は
事
實
上
の
裁
D
官

と
し
て
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
り
︑
あ
た
か
も
州
縣
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
﹁
“
鎭
長
”
の
ご
と
き
存
在
﹂
(一
四
九
頁
)
と
な
っ
た
こ

と
が
-
ら
か
に
さ
れ
た
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
下
C
地
方
官
の
分
防
も
︑
國
家
か
ら
の
一
方
�
な
施
策
と
し
て
實
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑

汛
と
同
樣
に
市
鎭
側
の
求
め
を
背
景
と
し
て
,
行
し
て
ゆ
く
側
面
を
A
し
て
い
た
︒

本
書
の
�
�
を
閲
め
括
る
五
違
﹁﹁
犯
罪
取
閲
り
の
歷
�
﹂
と
開
發
・
發
展
の
F
體
�
﹂
で
は
︑
こ
こ
ま
で
の
考
察
結
果
を
蹈
ま
え
つ
つ
︑

ま
ず
淸
�
に
よ
る
江
南
デ
ル
タ
瓜
治
と
犯
罪
の
相
關
關
係
が
整
理
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
淸
�
瓜
治
が
は
じ
ま
っ
た
當

初
︑
國
家
が
治
安
上
の
�
優
先
課
題
と
し
て
い
た
の
は
反
淸
武
裝
勢
力
の
撲
滅
で
あ
り
︑
綠
營
の
汛
は
こ
れ
に
對
處
す
べ
く
沿
海
地
域
や
太
湖

周
邊
に
重
點
�
に
�
備
さ
れ
た
︒
や
が
て
反
淸
勢
力
が
一
I
さ
れ
︑
相
對
�
な
治
安
の
安
定
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
官
の
關
心
は
水
路

で
發
生
す
る
强
盜
事
件
に
移
り
︑
汛
の
設
置
も
こ
れ
を
反
映
し
た
も
の
に
推
移
し
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
て
江
南
デ
ル
タ
に
廣
域
�
に
展
開
さ
れ

た
汛
防
制
度
は
︑
犯
罪
に
對
す
る
直
接
�
・
事
後
�
な
對
應
だ
け
で
な
く
︑
水
路
で
の
B
邏
活
動
と
い
っ
た
豫
防
措
置
も
擔
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

著
者
は
︑
こ
の
段
階
に
い
た
っ
た
汛
防
制
度
を
�
世
國
家
に
お
け
る
﹁
警
察
機


の
J
芽
﹂
(一
八
六
頁
)
と
位
置
づ
け
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た

動
き
の
見
ら
れ
た
十
八
世
紀
當
時
︑
地
方
官
ら
は
︑
K
上
生
活
を
L
る
漁
民
や
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
人
で
あ
る
踹
布
業
勞
働
者
な
ど
を
︑
强

盜
・
竊
盜
な
ど
の
潛
在
�
犯
罪
者
と
し
て
警
戒
し
て
お
り
︑
彼
ら
を
監
視
・
管
理
す
る
仕
組
み
の


築
に
腐
心
し
て
い
た
︒
か
か
る
漁
民
や
出

稼
ぎ
・
移
*
者
は
︑
江
南
デ
ル
タ
の
開
發
�
に
お
い
て
は
開
發
を
推
,
す
る
勞
働
力
と
し
て
重
�
な
役
割
を
果
た
し
︑
や
が
て
は
定
着
に
向
か

う
可
能
性
を
A
し
た
人
々
で
あ
っ
た
が
︑
淸
代
の
江
南
デ
ル
タ
は
す
で
に
人
口
N
和
に
O
し
て
お
り
︑
彼
ら
は
時
と
し
て
生
存
の
た
め
の
一
手

段
と
し
て
强
盜
・
竊
盜
を
P
擇
せ
ざ
る
を
得
な
い
境
Q
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

六
違
以
影
は
本
書
の
第
Ⅱ
部
﹁
監
獄
の
�
世
﹂
を


成
す
る
︒
こ
こ
に
言
う
監
獄
と
は
︑
狹
義
の
監
獄

(定
制
上
の
監
獄
︒
未
決
監
)
の
み
で
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は
な
く
︑
各
地
に
展
開
し
た
諸
種
の
拘
禁
施
設
を
廣
く
含
む
も
の
で
あ
る
︒
と
く
に
八
違
よ
り
十
違
に
か
け
て
の
三
つ
の
違
で
は
︑
自
怨
�
や

�
善
�
と
い
っ
た
名
稱
で
淸
代
中
=
以
影
に
現
れ
て
き
た
怨
し
い
種
類
の
拘
禁
施
設
に
着
目
し
︑
淸
末
に
お
け
る
"
藝
�
や
模
範
監
獄
の
#
入

に
い
た
る
�
世
監
獄
の
展
開
�
が
綴
ら
れ
て
ゆ
く
︒
先
に
こ
の
三
違
の
內
容
を
整
理
す
る
と
︑
ま
ず
八
違
﹁﹁
自
怨
�
﹂
の
T
生
﹂
で
は
︑
乾

隆
=
以
影
に
設
置
が
確
2
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
自
怨
�
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
考
察
對
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
自
怨
�
は
︑
乾
隆
十
年

(一
七
四
五
)
に
蘇
州
の
吳
・
長
洲
・
元
和
の
三
縣
で
設
置
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
他
の
地
域
で
も
設
置
が
確
2
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
自
怨

�
は
﹁
輕
V
な
竊
盜
罪
を
犯
し
た
既
決
囚
の
う
ち
︑
身
柄
の
引
き
$
け
手
の
な
い
者
を
�
內
に
拘
禁
し
つ
つ
勞
働
せ
し
め
る
施
設
﹂
(二
七
四

頁
)
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
施
設
が
淸
代
中
=
の
江
南
デ
ル
タ
に
出
現
し
た
背
景
と
し
て
︑
著
者
は
農
村
か
ら
都
市
に
液
入
す
る
液
動
貧

困
層
の
增
加
と
い
っ
た
現
象
に
W
目
す
る
︒
既
存
の
保
甲
制
で
の
對
處
が
困
難
な
液
動
貧
困
層
が
竊
盜
等
の
輕
罪
を
犯
し
た
場
合
︑
そ
の
身
柄

を
拘
禁
し
て
改
悛
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
勞
働
を
+
じ
て
技
藝
を
X
け
︑
生
活
の
Y
を
蓄
え
さ
せ
︑
社
會
へ
の
再
定
着
を
は
か
る
裝
置
と
し
て
#

入
さ
れ
た
の
が
自
怨
�
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
本
違
の
結
論
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
自
怨
�
へ
の
拘
禁
を
𠛬
罰
制
度
上
い
か
に
位
置
づ
け
る
か

と
い
う
點
に
關
し
︑
著
者
は
笞
・
	
の
輕
罪
人
に
對
す
る
事
後
措
置
と
し
て
捉
え
る
の
が
Z
當
で
あ
ろ
う
と
す
る
︒

さ
て
︑
農
村
か
ら
縣
城
な
ど
へ
の
人
の
移
動
が
問
題
�
し
︑
そ
の
對
策
を
摸
索
す
る
中
で
生
ま
れ
た
の
が
自
怨
�
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
農

村
か
ら
の
液
入
人
口
に
よ
っ
て
[
成
長
を
\
げ
た
市
鎭
に
お
い
て
も
同
樣
の
施
設
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
︒
九
違

﹁
淸
末
湖
州
府
南
潯
鎭
社
會
と
洗
心
�
善
局
﹂
で
は
そ
の
具
體
例
が
提
示
さ
れ
る
︒
光
緖
十
三
年

(一
八
八
七
)
に
南
潯
鎭
に
成
立
し
た
洗
心
�

善
局
は
︑
湖
州
府
城
に
先
行
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
同
名
の
施
設
を
模
範
と
し
て
︑
市
鎭
側
の
招
致
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
︑
湖
州
府

か
ら
:
^
さ
れ
た
佐
雜
の
監
督
下
︑
民
閒
の
Y
本
に
よ
っ
て
_
營
さ
れ
る
と
い
う
�
官
�
民
�
性
格
を
A
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
南
潯
鎭
の
洗

心
�
善
局
は
︑
そ
の
名
の
+
り
洗
心
局
と
�
善
局
の
機
能
を
備
え
て
お
り
︑
�
者
は
鎭
の
富
裕
層
の
う
ち
︑
父
兄
ら
か
ら
依
賴
の
あ
っ
た
不
a

の
子
弟
を
收
容
し
て
そ
の
b
生
を
目
指
す
施
設
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
後
者
は
輕
V
な
𠛬
事
犯
の
う
ち
︑
初
犯
と
再
犯
の
者
を
對
象
と
し
た
拘
禁

施
設
で
︑
こ
こ
で
は
佐
雜
に
よ
る
笞
・
	
の
D
決
・
執
行
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
︒
な
お
こ
の
洗
心
�
善
局
に
は
︑
自
怨
�
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を
引
き
繼
ぐ
側
面
と
︑
善
堂
の
性
格
を
繼
い
で
い
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
も
な
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
南
潯
鎭
の
洗
心
�

善
局
は
_
營
上
の
問
題
な
し
と
は
し
な
か
っ
た
が
︑
少
な
く
と
も
そ
の
後
二
十
年
は
存
續
し
︑
さ
ら
に
そ
の
機
能
は
民
國
=
の
游
民
"
藝
�
に

も
$
け
繼
が
れ
て
い
っ
た
︒

以
上
の
八
︑
九
違
で
は
︑
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
拘
禁
施
設
が
分
析
の
對
象
と
さ
れ
た
が
︑
十
違
﹁
自
怨
�
・
�
善
�
・
改
�
�
か
ら
"
藝

�
へ
﹂
で
は
︑
そ
の
F
國
�
な
展
開
の
樣
子
と
淸
末
の
"
藝
�
や
模
範
監
獄
の
#
入
に
い
た
る
經
雲
の
整
理
が
試
み
ら
れ
る
︒
本
違
で
は
︑
ま

ず
地
方
志
の
網
羅
�
な
檢
討
を
蹈
ま
え
︑
自
怨
�
と
そ
れ
に
類
す
る
施
設
は
ま
ず
江
南
デ
ル
タ
に
現
れ
︑
そ
の
後
︑
他
の
地
域
で
も
設
置
の
例

が
確
2
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
槪
�
が
描
き
出
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
大
�
は
光
緖
二
十
八
年

(一
九
〇
二
)
に
お
け
る
"
藝
�
の
#

入
に
先
行
す
る
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
"
藝
�
は
各
地
に
展
開
し
た
か
か
る
施
設
の
存
在
を
�
提
と
し
て
提
案
・
#
入
さ
れ
て
い
っ
た
も
の

と
結
論
づ
け
る
︒
ま
た
︑
本
違
で
は
地
方
志
以
外
の
�
料
に
現
れ
る
拘
禁
施
設
の
例
と
し
て
︑
湖
北
闔
省
�
善
�
と
上
海
縣
改
�
�
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
"
藝
�
#
入
�
夜
の
十
九
世
紀
末
に
成
立
し
た
も
の
で
︑
�
者
は
十
八
世
紀
の
自
怨
�
と
+
底
す
る
機
能
を
持
っ
た
大

型
の
拘
禁
施
設
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
後
者
は
�
営
の
南
潯
鎭
洗
心
�
善
局
と
同
じ
く
︑
輕
罪
犯
を
拘
禁
す
る
自
怨
�
�
な
機
能
と
︑
素
行
不
良

の
子
弟
を
そ
の
父
母
ら
の
依
賴
に
基
づ
い
て
拘
禁
す
る
洗
心
�
�
な
機
能
を
倂
せ
持
っ
た
施
設
で
あ
り
︑
こ
こ
で
も
佐
貳
官
に
よ
る
裁
D
が
行

わ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
こ
こ
に
拘
禁
さ
れ
る
罪
人
に
對
す
る
D
決
と
し
て
︑
�
料
に
﹁
永
�
覊
收(1

)
﹂
な
ど
の
語
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
着
目
し

た
著
者
は
︑
こ
の
﹁
永
�
覊
收
﹂
は
徒
・
液
・
閏
軍
・
發
^
か
ら
の
讀
み
替
え
𠛬
で
あ
り
︑
そ
れ
は
從
來
の
自
怨
�
等
に
お
け
る
事
後
措
置
と

し
て
の
拘
禁
と
は
一
綫
を
劃
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
以
上
の
三
つ
の
違
で
の
議
論
を
蹈
ま
え
︑
�
世
監
獄
の
展
開
�
の
な
か
で
蘇

州
の
自
怨
�
と
上
海
の
改
�
�
の
出
現
を
と
く
に
重
視
し
︑
こ
れ
ら
の
施
設
に
象
徵
さ
れ
る
試
行
錯
c
の
d
長
綫
上
に
"
藝
�
や
模
範
監
獄
の

登
場
が
あ
る
と
い
う
大
き
な
�
e
を
提
示
し
た
︒

さ
て
︑
取
り
上
げ
る
順
序
が
�
後
し
た
が
︑
六
違
﹁
�
世
舊
監
獄
社
會
と
牢
頭
﹂
で
は
監
獄
內
で
囚
人
O
の
ボ
ス
と
し
て
君
臨
し
た
牢
頭
な

る
存
在
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
︑
彼
ら
の
存
在
を
+
じ
て
�
世
の
監
獄
が
f
え
た
諸
問
題
を
g
か
び
上
が
ら
せ
る
︒
ま
た
七
違
﹁
訴
訟
と
歇
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家
﹂
で
は
︑
農
村
か
ら
縣
城
な
ど
に
訴
訟
に
赴
い
た
人
々
が
︑
官
府
に
た
ど
り
着
く
�
段
階
で
經
由
し
た
歇
家
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
歇
家
は

と
き
に
訴
訟
關
係
者
の
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
︑
廣
義
の
監
獄
の
歷
�
に
關
わ
る
一
面
も
A
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

牢
頭
に
つ
い
て
分
析
し
た
六
違
で
は
︑
ま
ず
檔
案
や
官
箴
書
な
ど
に
取
材
し
︑
淸
代
の
定
制
の
監
獄
に
は
︑
牢
頭
の
存
在
が
廣
く
確
2
さ
れ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
淸
代
に
は
秋
審
制
度
の
_
用
な
ど
に
h
っ
て
監
禁
が
長
=
�
す
る
囚
人
が
恆
常
�
に
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
が
あ
り
︑

そ
れ
が
監
獄
內
で
自
生
�
に
牢
頭
が
現
れ
て
く
る
背
景
と
な
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
監
獄
內
の
秩
序
を
維
持
す
る
必
�
性
か
ら
︑
監
獄
の
管
理
に

攜
わ
る
官
も
そ
の
存
在
を
求
め
︑
2
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
﹁
現
場
に
お
け
る
監
獄
行
政
上
の
必
�
性
と
︑
罪
囚
閒
で
自
然
に
形
成

さ
れ
て
き
た
權
力
關
係
が
︑
監
獄
社
會
の
秩
序
維
持
の
一
點
に
お
い
て
思
惑
の
一
致
を
見
た
結
果
︑
生
み
出
さ
れ
た
も
の
﹂
(二
二
四
頁
)
が
牢

頭
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
た
だ
し
牢
頭
の
存
在
は
公
に
2
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
と
く
に
乾
隆
=
以
影
は
定
例
の
上
で
も
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
︑
監
獄
管
理
の
體
制
そ
の
も
の
が
改
善
さ
れ
な
い
以
上
︑
陽
奉
隱
i
と
い
う
狀
況
に
陷
る
の
は
j
け
ら
れ
な
か
っ
た
︒

七
違
の
5
題
と
な
る
歇
家
は
︑
本
來
�
に
は
旅
館
や
そ
の
經
營
者
を
�
味
し
た
が
︑
-
淸
時
代
に
お
け
る
歇
家
は
訴
訟
の
た
め
に
縣
城
等
に

訪
れ
る
人
々
に
對
し
︑
樣
々
な
訴
訟
關
聯
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
︑
訟
師
や
胥
l
・
衙
役
と
の
接
觸
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
︑
地
方
の
訴
訟
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
た
︒
一
方
︑
官
は
︑
歇
家
が
訴
訟
に
關
わ
る
こ
と
を
2
め
て
は
い
な
か
っ
た
が
︑
歇
家
に
對
し
て
訴
訟
關
係
者
の
身
元
保
證

や
身
柄
管
理
の
役
割
を
=
待
し
て
お
り
︑
訴
訟
關
係
者
が
歇
家
に
管
理
・
拘
束

(管
押
)
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
︒
し
か
し
歇
家
に
よ
る
管
押

は
︑
そ
の
濫
用
や
胥
l
・
衙
役
の
介
在
に
よ
っ
て
生
じ
る
m
n
も
深
刻
で
あ
っ
た
た
め
︑
淸
代
後
=
に
は
官
に
よ
る
監
督
を
强
�
す
る
方
策
も

摸
索
さ
れ
た
が
︑
結
局
m
n
を
根
絕
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
訴
訟
關
係
者
の
管
押
に
つ
い
て
も
︑
�
違
の
監
獄
管
理
の
問
題
に
つ

い
て
も
︑
拔
本
�
に
問
題
を
克
p
す
る
た
め
に
は
︑
制
度
を
Z
正
に
_
用
で
き
る
人
材
を
養
成
し
︑
舊
來
の
衙
役
等
に
置
き
奄
え
て
ゆ
く
必
�

が
あ
っ
た
︒
監
獄
管
理
の
人
材
に
つ
い
て
は
︑
淸
末
の
司
法
改
革
の
中
で
着
手
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
︑
淸
�
の
瓜
治
下
で
は
こ
の
問
題
が
根
本

�
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

― 190―

826



さ
て
︑
以
上
の
內
容
を
持
つ
本
書
の
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
は
︑
淸
�
の
國
家
權
力
が
い
か
に
し
て
農
村
部
に
ま
で
,
入
し
︑
q
r
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
經
雲
と
そ
の
背
景
�
因
の
解
-
に
5
眼
が
置
か
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
國
家
權
力
の
視
點
か
ら
は
︑
地
方
瓜
治
上
の
課
題
と
し
て
3
+

路
の
安
F
の
確
保
と
そ
れ
を
脅
か
す
犯
罪
の
存
在
が
2
識
さ
れ
︑
こ
れ
に
對
處
す
る
怨
た
な
治
安
機


の
枠
組
み
が
摸
索
さ
れ
て
い
っ
た
︒
そ

の
一
方
で
︑
�
世
社
會
を
背
景
と
し
て
s
し
く
成
長
し
て
き
た
江
南
デ
ル
タ
の
市
鎭
は
︑
そ
の
實
力
に
見
合
う
位
置
づ
け
を
求
め
る
よ
う
に
な

り
︑
官
を
誘
致
し
て
國
家
機


の
中
に
自
ら
を
措
定
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
︒
ま
た
3
+
路
を
中
心
と
し
た
治
安
維
持
の
强
�
は
︑
當
然
に
市
鎭

の
經
濟
生
活
の
安
定
・
發
展
に
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
も
國
家
と
市
鎭
の
利
n
は
一
致
を
見
た
︒
こ
う
し
て
雙
方
の
思
惑
が

結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
で
︑
淸
代
中
=
の
江
南
デ
ル
タ
で
は
汛
防
制
度
の
展
開
や
佐
雜
の
分
防
と
い
っ
た
國
家
權
力
の
q
r
が
,
ん
だ
と
い
う
t

筋
を
︑
本
書
は
實
證
�
に
跡
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
Ⅱ
部
で
考
察
さ
れ
る
自
怨
�
等
の
施
設
は
竊
盜
等
の
增
加
を
背
景
と

し
て
登
場
し
︑
地
域
の
秩
序
を
脅
か
す
者
を
收
容
し
て
そ
の
改
悛
・
b
生
を
は
か
る
﹁﹁
賤
﹂
か
ら
﹁
良
﹂
へ
の
囘
路
﹂
(二
九
六
頁
)
と
し
て

展
開
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
竊
盜
等
の
增
加
の
背
景
に
は
︑
農
村
か
ら
都
市
に
液
入
す
る
液
動
貧
困
層
の
存
在
が
あ
り
︑
自
怨
�
の
登
場
と
展
開

は
こ
の
問
題
に
對
す
る
國
家
の
對
應
の
一
形
態
で
あ
っ
た
︒
液
動
貧
困
層
の
增
加
は
︑
十
八
世
紀
以
影
の
中
國
に
お
け
る
人
口
爆
發
と
社
會
の

液
動
�
を
�
提
と
す
る
現
象
で
あ
っ
た
が
︑
人
口
增
に
よ
る
官
府
の
處
理
能
力
の
壓
u
は
︑
州
縣
の
領
域
の
分
割
を
�
味
し
た
佐
雜
の
分
防
や
︑

激
增
す
る
訴
訟
に
對
應
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
歇
家
の
管
押
な
ど
の
背
景
も
釀
成
し
て
い
た
︒
歇
家
や
牢
頭
の
問
題
に
關
聯
す
る
衙
役
の
員

數
や
手
當
の
不
足
等
の
問
題
も
︑
膨
張
す
る
社
會
に
既
存
の
瓜
治
機


が
對
應
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
狀
況
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
著
者
は
個
々
の
事
象
の
背
後
に
あ
る
時
代
性
︱
�
世
︱
を
讀
み
取
る
こ
と
に
力
を
W
ぎ
︑
個
別
の
問
題
を
歷
�
の
大
き
な
e
絡

の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
︒
汛
防
制
度
・
佐
雜
分
防
・
自
怨
�
・
�
善
�
・
改
�
�
・
歇
家
・
牢
頭
な
ど
の
實
態
は
︑
い
ず
れ

も
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
地
t
な
�
料
搜
索
と
考
證
の
蓄
積
の
上
に
解
-
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
斯
界
で
は
じ
め
て
專
論
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
從
來
の
硏
究
で
は
見
�
ご
さ
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
り
︑
一
見
す
る
と
硏
究
�
上
の
落
ち
穗
の
よ

う
に
も
映
じ
る
が
︑
著
者
の
硏
究
は
對
象
の
背
後
に
あ
る
時
代
性
と
の
對
話
を
缺
か
さ
ず
重
ね
て
行
く
こ
と
で
︑
そ
の
背
景
に
廣
が
る
江
南
デ
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ル
タ
の
水
鄕
地
帶
に
生
き
る
人
々
の
社
會
︑
國
家
權
力
の
營
爲
︑
そ
し
て
そ
の
兩
者
が
3
わ
る
場
を
見
事
に
描
き
出
し
た
︒
そ
れ
は
中
國
の
�

世
國
家
論
︑
�
世
社
會
論
の
,
展
に
大
き
な
貢
獻
を
爲
す
成
果
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
本
書
で
重
點
�
な
考
察
の
フ
ィ
ー
ル
ド

と
し
て
設
定
さ
れ
た
江
南
デ
ル
タ
以
外
の
地
域
の
分
析
︑
ま
た
著
者
も
�
識
す
る
淸
末
以
影
の
地
方
行
政
や
地
域
社
會
と
の
關
係
如
何
に
つ
い

て
は
︑
な
お
多
く
の
硏
究
と
議
論
の
積
み
重
ね
が
必
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
打
ち
出
さ
れ
た
警
察
や
監
獄
の
展
開
�
は
︑
他
地
域
や
�

後
す
る
時
代
の
事
例
を
�
價
す
る
際
の
指
標
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
︑
今
後
の
硏
究
を
#
き
︑
�
,
さ
せ
る
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
本
書
で
は
考
察
の
對
象
と
な
る
個
々
の
論
題
に
つ
い
て
︑
�
識
�
に
比

�
の
視
點
を
打
ち
出
し
て
い
る
點
も
重
�
な
特
色
と
な
っ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
中
國
の
自
怨
�
・
牢
頭
・
歇
家
と
日
本
の
人
足
寄
場
・
牢
名
5
・
公
事
宿
と
の
對
比
︑
西
洋
�
分
野
に
お
け
る
犯
罪
社

會
學
や
警
察
�
硏
究
へ
の
關
心
な
ど
︑
本
書
の
內
容
は
世
界
�
�
な
視
野
で
の
﹁
�
世
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
隨
處
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
ぜ
ひ
日
本
�
お
よ
び
西
洋
�
分
野
の
專
家
に
よ
る
應
答
を
得
て
︑
活
潑
な
對
話
へ
と
繫
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
=
待
し
た

い
︒な

お
︑
�
者
は
か
つ
て
淸
�
の
監
獄
や
淸
末
の
司
法
官
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
際
に
得
た
知
見
を
蹈
ま
え
る
と
︑
本

書
の
後
�
で
論
じ
ら
れ
る
�
世
監
獄
の
展
開
�
に
若
干
の
w
報
の
補
足
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
數
件
の
�
料
を
提
示
し
な
が
ら
︑

淸
代
後
=
に
お
け
る
監
獄
の
歷
�
に
些
か
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
添
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

ま
ず
著
者
の
廣
範
な
地
方
志
の
x
査
に
よ
っ
て
︑
自
怨
�
や
�
善
�
等
の
展
開
に
は
あ
る
種
の
“
波
”
が
あ
る
こ
と
が
g
か
び
上
が
っ
て
き

た
︒
す
な
わ
ち
︑
十
八
世
紀
中
後
=
を
中
心
と
し
た
�
初
の
波
と
︑
十
九
世
紀
後
=
を
中
心
と
し
た
第
二
の
波
で
あ
る

(三
二
九
頁
付
表
)
︒
そ

し
て
兩
者
の
閒
に
は
︑
完
F
な
斷
絕
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
︑
お
よ
そ
一
世
紀
に
y
ぶ
中
閒
=
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
乾
隆
十

年

(一
七
四
五
)
に
設
置
さ
れ
た
蘇
州
の
自
怨
�
が
︑
"
藝
�
設
置
�
夜
の
十
九
世
紀
末
ま
で
に
各
地
に
廣
く
波
y
し
て
い
っ
た
と
い
う
︑
そ

の
聯
續
性
を
重
視
す
る
が
︑
そ
の
一
方
で
中
閒
=
を
經
た
十
九
世
紀
後
�
に
い
た
っ
て
こ
の
種
の
施
設
が
改
め
て
多
數
確
2
さ
れ
る
よ
う
に
な
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る
の
は
な
ぜ
か
︑
と
い
っ
た
問
い
も
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
同
治
十
年

(一
八
七
一
)
に
は
怨
式
善
堂
と
も

い
う
べ
き
洗
心
局
が
蘇
州
吳
縣
に
登
場
し
︑
不
a
の
子
弟
を
收
容
し
て
b
生
を
は
か
る
と
い
う
機
能
を
擔
っ
た
︒
こ
の
洗
心
局
の
機
能
は
︑
や

が
て
罪
人
を
收
容
す
る
自
怨
�
の
機
能
と
合
わ
さ
り
な
が
ら
湖
州
府
城
や
南
潯
鎭
の
洗
心
�
善
局
︑
上
海
縣
の
改
�
�
な
ど
に
も
引
き
繼
が
れ

て
い
っ
た
︒
著
者
が
-
ら
か
に
し
た
こ
の
自
怨
�
と
怨
式
善
堂
を
倂
合
し
た
施
設
の
展
開
は
︑
十
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
怨
し
い
潮
液
で
あ
る

が
︑
で
は
︑
こ
の
潮
液
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
著
者
は
そ
の
背
後
に
太
{
天
國
後
の
秩
序
囘
復
と
い
う
大
局
�
な
�
因
を

讀
み
取
る
が
︑
よ
り
具
體
�
な
經
雲
や
背
景
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
じ
つ
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
取
り
組
む
上
で
手
掛
か
り

と
な
り
そ
う
な
�
料
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
馮
桂
芬
﹃
校
邠
廬
抗
議
﹄
で
あ
る
︒

『校
邠
廬
抗
議
﹄
は
︑
淸
末
の
思
想
家
と
し
て
名
高
い
馮
桂
芬(2

)
が
︑
淸
�
と
太
{
天
國
の
戰
}
が
な
お
繼
續
し
て
い
た
咸
豐
十
一
年

(一
八

六
一
)
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
書
物
に
は
﹁
收
貧
民
議(3

)
﹂
と
い
う
一
�
が
收
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
馮
桂
芬
は
以
下
の
よ
う
な
提
案

を
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
善
堂
に
嚴
敎
室
な
る
施
設
を
置
き
︑
①
民
閒
の
子
弟
で
親
族
內
で
の
敎
�
に
從
わ
ず
︑
族
正
に
も
制
御
で
き
な

い
者
︑
②
_
�
・
}
毆
・
竊
�
の
う
ち
初
犯
の
者
︑
③
_
�
・
}
毆
・
竊
�
で
罪
に
問
わ
れ
た
後
︑
恩
赦
や
𠛬
=
の
滿
了
に
よ
っ
て
原
籍
に

歸
�
す
る
者
︑
以
上
の
三
者
を
收
容
し
て
農
�
や
技
藝
を
敎
え
︑
嚴
し
く
扑
作
敎
𠛬
の
法
を
施
し
て
そ
の
頑
强
さ
を
抑
え
る
︒
そ
し
て
三
年
し

て
行
い
を
改
め
︑
族
正
が
身
元
保
證
人
と
し
て
引
き
$
け
る
こ
と
を
願
い
出
れ
ば
釋
放
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
一
鄕

紳
に
よ
る
提
案
に
�
ぎ
ず
︑
た
だ
ち
に
實
行
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
難
い
︒
し
か
し
︑
馮
桂
芬
は
本
書
を
著
し
た
後
に
李
鴻
違
の
幕
僚
と
な
っ

て
太
{
天
國
後
の
江
南
復
興
に
關
わ
り
︑
ま
た
南
京
・
上
海
・
蘇
州
等
で
書
院
の
5
�
と
し
て
實
學
を
重
ん
じ
た
敎
育
を
展
開
し
た
と
傳
え
ら

れ
る(4

)
︒
彼
自
身
が
經
世
致
用
の
書
と
し
て
著
し
た
﹃
校
邠
廬
抗
議
﹄
の
エ
ッ
セ
ン
ス
も
ま
た
書
院
敎
育
等
を
+
じ
て
︑
江
南
の
�
世
代
に
傳
え

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
書
物
は
光
緖
年
閒
に
入
る
と
各
地
で
盛
ん
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
洋
務
:
さ
ら
に
は
變
法
:

に
も
大
き
な
刺
激
を
與
え
た
︒
馮
桂
芬
の
著
作
と
そ
の
議
論
は
淸
末
の
政
治
_
動
に
お
け
る
一
つ
の
指
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

拘
禁
・
b
生
施
設
の
歷
�
に
卽
し
て
言
え
ば
︑
善
堂
の
機
能
を
擴
張
し
て
そ
こ
に
不
a
の
子
弟
ら
を
收
容
す
る
と
い
う
提
案
は
︑
ま
ず
蘇
州

― 193―

829



吳
縣
の
洗
心
局
と
し
て
“
實
現
”
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
じ
つ
は
馮
桂
芬
は
蘇
州
吳
縣
の
人
で
︑
太
{
天
國
と
の
蘇
州
攻
防
戰
の
際
に
團
練
を

組
織
し
た
當
地
指
#
層
の
一
員
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
彼
の
子
と
し
て
は
芳
緝
・
芳
�
の
名
が
傳
わ
っ
て
い
る
が(5

)
︑
こ
の
う
ち
の
芳
�
は
︑
吳
縣

洗
心
局
の
設
置
者
と
し
て
名
が
上
が
る
﹁
馮
芳
�
な
る
人
物
﹂
(三
〇
八
頁
)
と
同
一
人
物
と
み
て
ま
ず
c
り
な
か
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
馮
桂
芬
が

提
案
し
た
怨
式
善
堂
は
︑
彼
が
影
�
力
を
A
し
て
い
た
そ
の
地
元
に
︑
そ
の
息
子
の
手
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う
經
雲
を
描
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
洗
心
局
は
ほ
ど
な
く
罪
人
を
收
容
對
象
と
し
た
自
怨
�
の
系


と
結
合
し
︑
洗
心
�
善
局
や
改
�
�
と

い
っ
た
施
設
が
現
れ
る
に
い
た
っ
た
︒
こ
れ
も
ま
た
馮
桂
芬
の
提
案
と
符
合
し
て
お
り
︑
か
つ
彼
の
著
作
が
世
人
に
廣
く
讀
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
時
=
に
も
重
な
っ
て
い
る
︒
吳
縣
の
例
ほ
ど
直
接
�
な
關
係
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
さ
し
あ
た
り
彼
の
敎
育
・
著
営
業
が
こ

れ
ら
の
施
設
の
登
場
を
思
想
�
に
準
備
乃
至
は
後
押
し
し
た
と
い
う
假
說
を
提
示
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

な
お
︑
か
か
る
提
案
を
し
た
馮
桂
芬
は
︑
�
営
の
+
り
蘇
州
吳
縣
の
人
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
吳
縣
は
乾
隆
十
年

(一
七
四
五
)
に
自
怨
�

が
設
置
さ
れ
た
三
縣
の
一
つ
で
あ
る
︒
馮
桂
芬
の
T
生
は
嘉
慶
十
四
年

(一
八
〇
九
)
で
あ
る
が
︑
當
地
指
#
層
の
一
員
で
あ
っ
た
彼
は
︑
自

ら
の
鄕
里
に
發
生
し
︑
そ
の
後
︑
乾
隆
=
を
+
じ
て
江
南
デ
ル
タ
各
地
に
波
y
し
た
自
怨
�
に
つ
い
て
一
定
の
知
識
を
得
て
い
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
彼
の
﹁
收
貧
民
議
﹂
に
お
け
る
收
容
對
象
②
は
︑
-
ら
か
に
そ
の
液
れ
を
蹈
ま
え
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い

(あ
る
い
は

﹁﹁
賤
﹂
か
ら
﹁
良
﹂
へ
の
囘
路
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
も
興
味
深
い
收
容
對
象
③
も
︑
い
ず
れ
か
の
自
怨
�
で
試
行
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
)
︒
そ
の
一

方
で
︑
洋
務
:
の
先
驅
け
で
も
あ
っ
た
彼
は
︑
海
外
w
報
の
蒐
集
も
精
力
�
に
行
っ
て
お
り
︑﹃
校
邠
廬
抗
議
﹄
を
著
し
た
時
點
で
す
で
に
オ

ラ
ン
ダ
の
﹁
養
貧
・
敎
貧
二
局(6

)
﹂
な
ど
の
w
報
も
得
︑﹁
收
貧
民
議
﹂
の
冒
頭
で
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
言
y
し
て
そ
の
機
能
を
高
く
�
價
し
て

い
る
︒
す
な
わ
ち
馮
桂
芬
の
內
面
に
は
︑
�
世
中
國
が
生
ん
だ
自
怨
�
に
關
す
る
知
識
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
傳
わ
っ
た
怨
知
識
が
同
居
し
て
い

た
の
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
施
設
に
對
す
る
彼
の
理
解
度
や
そ
の
提
唱
す
る
怨
式
善
堂
へ
の
影
�
の

度
な
ど
は
︑
な
お
愼
重
に
檢
討
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
︑
十
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
拘
禁
・
b
生
施
設
の
展
開
に
︑
か
か
る
思
想
�
背
景
を
持
っ
た
人
物
の
議
論
が
關
係
し
て
い
る

點
に
は
一
定
の
W
�
が
必
�
で
あ
ろ
う
︒
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さ
て
話
題
は
變
わ
る
が
︑
本
書
の
十
違
で
は
湖
北
の
�
善
�
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
光
緖
二
十
年

(一
八
九
四
)

以
�
か
ら
湖
北
省
城
に
小
規
模
な
�
善
�
が
存
在
し
た
こ
と
︑
お
よ
び
こ
れ
が
同
年
か
ら
�
年
に
か
け
て
闔
省
�
善
�
と
い
う
よ
り
大
型
の
施

設
と
し
て
擴
閏
さ
れ
た
こ
と
が
-
ら
か
に
さ
れ
る
︒
一
方
︑
本
書
で
は
﹁
湖
北
闔
省
�
善
�
そ
れ
自
體
の
直
接
�
な
淵
源
が
ど
こ
ま
で
�
り
う

る
か
は
不
-
﹂
(三
四
六
頁
)
と
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
人
の
湖
北
按
察
�
任
職
者
の
傳
記
�
料
を
+
じ
て
�
跡
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
︒
す
な
わ
ち
光
緖
八
年

(一
八
八
二
)
か
ら
十
一
年

(一
八
八
五
)
に
か
け
て
湖
北
按
察
�
を
つ
と
め
た
黃
彭
年
の
傳
に
﹁
游
民
は
定
職
が

な
く
︑
或
い
は
偶
々
偸
竊
を
犯
す
の
で
︑
�
善
局
を
設
け
︑
彼
ら
を
置
い
て
一
藝
を
"
わ
せ
︑
"
熟
し
た
ら
Y
本
を
貸
し
て
釋
放
す
る
︒
彼
ら

の
多
く
は
行
い
を
改
め
た(7

)
﹂︑
ま
た
光
緖
十
六
年

(一
八
九
〇
)
か
ら
二
十
年

(一
八
九
四
)
に
か
け
て
の
湖
北
按
察
�
陳
寶
箴
の
行
狀
に
︑
光

緖
十
七
︑
八
年

(一
八
九
一
︑
二
)
頃
の
記
事
と
し
て
﹁
液
民
が
日
々
增
加
し
て
︑
輕
々
し
く
法
を
犯
す
の
を
憂
い
︑
�
善
�
を
円
て
て
輕
罪

人
を
收
め
︑
工
藝
を
敎
え
︑
給
養
を
得
て
自
怨
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た(8

)
﹂
と
あ
る
如
く
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
︑
一
九
世
紀
後
�
の
湖

北
で
游
民

(
液
民
)
の
增
加
と
彼
ら
の
犯
す
竊
盜
等
の
犯
罪
が
︑
瓜
治
上
の
問
題
と
し
て
地
方
官
に
�
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
ま
ず

は
黃
彭
年
や
陳
寶
箴
ら
の
斷
續
�
な
取
り
組
み
を
經
て
︑
や
が
て
よ
り
大
規
模
な
闔
省
�
善
�
の
設
立
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
液
れ
を
讀

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
液
民
の
增
加
が
犯
罪
�
の
上
昇
に
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
地
方
官
の
�
提
2
識
は
︑
著
者
が
江
南
デ
ル
タ

に
お
け
る
自
怨
�
登
場
の
背
景
と
し
て
語
る
狀
況
に
も
符
合
し
て
お
り
︑
興
味
深
い
︒

な
お
︑
右
に
名
�
を
舉
げ
た
陳
寶
箴
は
︑
光
緖
二
十
年

(一
八
九
四
)
七
�
に
署
理
湖
北
布
政
�
と
な
り
︑
同
年
十
�
に
は
直
隸
布
政
�
に

移
っ
て
い
る
の
で(9

)
︑
こ
の
年
に
は
じ
ま
っ
た
闔
省
�
善
�
の
設
置
事
業
に
ど
の

度
關
與
し
た
か
は
定
か
で
な
い
︒
た
だ
︑
彼
は
�
善
�
の
事

業
に
關
心
と
=
待
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
︑
光
緖
二
十
一
年

(一
八
九
五
)
に
湖
南
B
撫
と
な
っ
た
後
に
は
︑
そ
の
怨
任
地
で
も
�
善
�
#
入

の
�
頭
を
取
っ
て
い
っ
た
︒
そ
れ
は
彼
の
行
狀
が
こ
の
時
=
の
事
柄
と
し
て
﹁
ま
た
保
衞
局
を
設
け
て
︑
�
善
�
を
附
設
し
︑
鹽
法
t
黃
�
憲

に
こ
れ
を
領
#
さ
せ
た(10

)
﹂
と
営
べ
︑
そ
の
黃
�
憲
の
�
違
に
﹁
B
撫
が
按
察
�
に
下
し
た
檄
を
$
け
︑
湖
北
�
善
�
違

に
倣
い

(中
略
)
�

善
�
を
設
立
す(11

)
﹂
と
あ
る
+
り
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
湖
北
と
湖
南
の
�
善
�
に
は
︑
こ
の
陳
寶
箴
の
キ
ャ
リ
ア
を
+
じ
た
接
點
が
あ
り
︑
兩
者
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に
は
-
ら
か
な
繼
承
關
係
が
2
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
湖
南
�
善
�
に
つ
い
て
︑
湖
南
變
法
の
�
產
で
あ
る
こ
と
を
强
x
し
て
き

た
從
來
の
硏
究
に
對
し
︑
著
者
は
十
八
世
紀
以
來
の
自
怨
�
の
液
れ
を
�
ん
で
い
る
點
に
留
�
す
る
必
�
性
を
說
く
が
︑
�
者
も
ま
た
湖
南
の

�
善
�
を
特
衣
點
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
上
営
し
た
よ
う
に
聯
續
し
た
�
e
の
中
に
置
い
て
捉
え
る
べ
き
と
の
立
場
を
取
る
も
の
で
あ
る
︒

�
後
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
︑
十
違
で
言
y
さ
れ
る
上
海
縣
改
�
�
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
著
者
は
こ
の
改
�
�
の
T
生
を
︑﹁
中
國
�
世
か

ら
�
代
に
か
け
て
の
𠛬
罰
思
想
の
變
�
を
見
る
う
え
で
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
出
來
事
﹂
(三
五
九
～
六
〇
頁
)
と
高
く
�
價
す
る
が
︑
そ
れ

は
こ
の
改
�
�
に
お
け
る
拘
禁
が
徒
以
上
の
𠛬
罰
の
讀
み
替
え
𠛬
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
︒
法
制
�
料
と
し
て
取

り
�
わ
れ
る
こ
と
の
珍
し
い
﹃
申
報
﹄
に
關
聯
記
事
を
見
出
し
︑
興
味
深
い
事
例
を
抽
出
さ
れ
た
著
者
の
Å
眼
に
は
畏
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
い

が
︑
こ
れ
ら
の
事
例
を
歷
�
�
に
位
置
づ
け
る
に
は
︑
改
�
�
の
設
置
に
十
年
ほ
ど
先
行
す
る
光
緖
十
一
年

(一
八
八
五
)
の
﹁
各
省
安
置
徒

液
軍
犯
違
(12

)
﹂
に
一
言
し
て
お
く
必
�
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
の
違

は
︑
徒
・
液
・
閏
軍
の
執
行
に
つ
い
て
︑
�
�
で
の
罪
人
の
脫
走
が
相
�
い
で
い
る
現
狀
を
$
け
︑
𠛬
部
が
F
國
の
督
撫
に
そ
の

對
策
を
立
案
さ
せ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
違

で
は
︑
F
國
で
劃
一
な
執
行
手
續
き
を
取
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
す
で
に
放
棄
さ
れ
て

お
り
︑
各
省
各
樣
の
對
策
に
𠛬
部
が
個
別
に
可
否
の
D
斷
を
下
す
內
容
と
な
っ
て
い
る(13

)
︒
そ
の
中
で
直
隸
は
徒
犯
の
�
い
に
つ
い
て
﹁
自
怨
�

に
收
入
し
︑
責
任
を
持
っ
て
織
帶
・
0
筺
等
の
手
藝
を
學
"
さ
せ
る
﹂
と
し
︑
河
南
・
甘
肅
で
も
﹁
搶
劫
各
犯
は
自
怨
�
・
軍
液
�
に
收
入
し

て
看
管
す
﹂
と
の
記
事
が
見
え
て
い
る(14

)
︒
そ
の
詳
細
や
具
體
�
な
實
施
狀
況
に
つ
い
て
は
な
お
檢
討
を
�
す
る
も
の
の(15

)
︑
上
海
の
改
�
�
が
出

現
す
る
�
段
階
に
こ
の
よ
う
な
F
國
大
の
議
論
が
あ
り
︑
徒
・
液
・
閏
軍
の
執
行
形
態
の
變
容
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
點
に
は
留
�
す
る
必
�
が

あ
る
︒
ま
た
こ
の
違

の
成
立
は
︑
光
緖
十
年
代
︑
二
十
年
代
に
お
け
る
自
怨
�
等
の
展
開
に
影
�
︑
刺
激
を
與
え
た
可
能
性
も
想
�
さ
れ
る
︒

十
九
世
紀
末
に
設
置
さ
れ
た
自
怨
�
等
と
﹁
各
省
安
置
徒
液
軍
犯
違

﹂
の
相
關
關
係
は
興
味
深
い
檢
討
課
題
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
書
で
提
示
さ
れ
た
�
世
監
獄
の
展
開
�
に
つ
い
て
︑
�
つ
か
の
�
料
を
示
し
つ
つ
�
感
を
聯
ね
て
き
た
︒
或
い
は
蛇
足
の
譏
り
を

免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
で
上
げ
た
事
柄
を
蹈
ま
え
る
と
︑
著
者
が
實
證
�
に
-
ら
か
に
し
た
個
々
の
施
設
の
背
景
や
そ
の
歷
�
�
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な
位
置
づ
け
を
よ
り
蹈
み
7
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
︑
敢
え
て
附
言
し
た
�
第
で
あ
る
︒
�
者
の
力
不
足
か
ら

著
者
の
�
圖
を
�
み
取
り
切
れ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
論
�
と
し
て
は
本
書
の
後
�
部
に
や
や
�
る
內
容
と
な
っ
た

こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
︒
幅
廣
い
論
題
を
含
み
︑
樣
々
な
角
度
か
ら
讀
ま
れ
得
る
懷
の
廣
い
本
書
が
多
く
の
讀
者
を
得
て
︑
稔
り
豐
か
な
議
論

の
�
點
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
︒

�(1
)

本
書
十
違
で
は
︑
改
�
�
に
お
け
る
﹁
永
�
覊
收
﹂﹁
永
�
監
禁
﹂

と
い
っ
た
措
置
を
︑
專
ら
﹁
永
�
監
禁
﹂
と
ま
と
め
て
表
記
さ
れ
る

が

(三
五
七
～
八
頁
等
)︑
こ
れ
は
本
書
で
も
言
y
さ
れ
る
特
定
の

死
𠛬
囚
に
對
す
る
措
置
と
し
て
と
ら
れ
た
﹁
永
�
監
禁
﹂
と
は
︑
內

容
の
衣
な
る
怨
𠛬
罰
で
あ
る
︒
兩
者
の
混
同
を
j
け
る
上
で
も
︑
改

�
�
の
も
の
に
つ
い
て
は
﹁
永
�
覊
收
﹂
の
表
記
を
用
い
た
方
が
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(2
)

馮
桂
芬
に
つ
い
て
は
︑
百
瀨
弘
﹁
馮
桂
芬
と
其
の
著
営
に
つ
い

て
﹂
(同
﹃
-
淸
社
會
經
濟
�
硏
究
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
〇
)︑
小

野
川
秀
美
﹃
淸
末
政
治
思
想
硏
究
﹄
一

(
{
凡
社
︑
二
〇
〇
九
)
第

一
違
三
�
を
參
照
︒

(3
)

こ
こ
で
は
續
修
四
庫
F
書
第
九
五
二
册
�
收
本
を
利
用
し
た
︒

(4
)

『
淸
儒
學
案
﹄
卷
一
七
三
﹁
校
邠
學
案
﹂︒

(5
)

民
國
﹃
吳
縣
志
﹄
卷
六
六
下
に
こ
の
父
子
の
傳
が
載
る
︒

(6
)

十
六
世
紀
末
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
設
置
さ
れ
た
硏
 
の
獄
舍

(ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
男
子
¡
治
院
)
と
紡
績
の
獄
舍

(同
女
子
¡
治

院
)
を
指
す
か
︒
こ
れ
ら
の
施
設
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
�
代
�

自
由
𠛬
と
�
代
�
監
獄
の
嚆
矢
と
し
て
︑
し
ば
し
ば
W
目
さ
れ
て
き

た
︒
兩
施
設
に
つ
い
て
は
︑
塙
浩
﹁
𠛬
罰
の
歷
�

︱
︱
西
洋

︱
︱
﹂
(莊
子
邦
雄
等
0
﹃
𠛬
罰
の
理
論
と
現
實
﹄
岩
波
書
店
︑
一

九
七
二
)
一
三
六
～
七
頁
︑
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
﹃
監
獄
の
T

生
﹄
(
怨
潮
社
︑
一
九
七
七
)
二
九
︑
一
二
四
～
五
頁
︑
重
松
一
義

﹃
圖
說
世
界
監
獄
�
事
典
﹄
(柏
書
£
︑
二
〇
〇
五
)
二
〇
九
～
二
一

二
︑
二
四
〇
︑
二
九
八
頁
を
參
照
︒

(7
)

『
淸
�
列
傳
﹄
卷
七
六
﹁
黃
輔
辰
子
彭
年
﹂︒
黃
彭
年
に
つ
い
て
は

拙
稿
﹁﹃
淸
臬
署
珍
存
檔
案
﹄
と
湖
北
按
察
�
黃
彭
年
﹂
(﹃
法
�
學

硏
究
會
會
報
﹄
第
十
號
︑
二
〇
〇
五
)
を
參
照
︒

(8
)

陳
三
立
﹁
皇
X
光
祿
大
夫
頭
品
頂
戴
賞
戴
花
翎
原
任
兵
部
侍
郞
都

察
院
右
副
都
御
�
湖
南
B
撫
先
府
君
行
狀
﹂
(﹃
陳
寶
箴
集
﹄
下
・
附

錄
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
五
)︒
な
お
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
黃
彭

年
と
陳
寶
箴
は
︑
奇
し
く
も
兩
名
と
も
�
営
の
馮
桂
芬
と
接
點
を
A

し
て
い
た

(
黃
彭
年
に
つ
い
て
は
百
瀨
�
揭
論
�
�
一
︑
陳
寶
箴
に

つ
い
て
は
小
野
川
�
揭
書
二
九
八
頁
を
參
照
)︒

(9
)

『
淸
代
官
員
履
歷
檔
案
F
0
﹄
六

(華
東
師
範
大
學
出
版
社
︑
一
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九
九
七
)
五
頁
︒

(10
)

�
八
�
揭
行
狀
︒

(11
)

『湘
報
﹄
第
七
三
號
﹁
臬
憲
+
飭
各
州
縣
札
﹂
(中
華
書
局
︑
二
〇

〇
六
)︒

(12
)

『皇
�
續
�
獻
+
考
﹄
卷
二
五
一
︑
光
緖
十
一
年
議
¨
︒
光
緖

﹃
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
四
六
︑
光
緖
十
一
年
奏
准
な
ど
︒
こ
の
違


に
言
y
し
た
硏
究
と
し
て
は
︑
蕭
世
©
﹃
淸
末
監
獄
改
良
﹄
(法

律
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
)
四
八
頁
︑
鈴
木
秀
光
﹁
鎻
帶
鐵
桿
・
鎻
帶

石
欠
と
淸
代
後
=
𠛬
事
裁
D
﹂
(東
北
大
學
﹃
法
學
﹄
七
五
卷
五
號
︑

二
〇
一
二
)
二
二
四
～
六
頁
︑
陳
兆
肆
﹃
淸
代
私
牢
硏
究
﹄
(人
民

出
版
社
︑
二
〇
一
五
)
二
二
〇
～
一
頁
が
あ
る
︒

(13
)

こ
の
よ
う
な
違

に
基
づ
く
司
法
手
續
き
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
�

揭
論
�
第
三
違
を
參
照
︒

(14
)

光
緖
﹃
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
四
六
︑
光
緖
十
一
年
奏
准
︒

(15
)

光
緖
二
十
八
年
の
護
理
山
西
B
撫
趙
爾
巽
の
﹁
奏
ª
各
省
+
設
罪

犯
"
藝
�
一
0
﹂
は
こ
の
違

に
言
y
す
る
が
︑
そ
の
_
用
が
{
坦

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る

(﹃
大
淸
法
規
大
F
﹄
法
律
部

卷
十
)︒

二
〇
一
五
年
九
�

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

二
二
糎

一
一+

四
六
九+

二
五
頁

七
二
〇
〇
圓+

稅
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